
五
代
・
北
宋
に
お
け
る
都
城
洛
陽
の
�
場

︱
︱
中
國
都
城
�
の
轉
奄
點
に
よ
せ
て
︱
︱

久

保

田

和

男

は
じ
め
に

1
︑
五
代
複
都
制
に
お
け
る
洛
陽
の
地
位

2
︑
後
周
に
お
け
る
都
城
開
封
の
円
設

︱
︱
｢地
中
﹂
と
し
て
の
開
封

3
︑
宋
太
祖
の
洛
陽
�
都
論
と
太
宗
の
反
對
論

4
︑
北
宋
時
代
の
洛
陽
行
幸
に
つ
い
て

お
わ
り
に

︱
︱
南
宋
臨
安
に
お
け
る
開
封
と
洛
陽

は

じ

め

に

中
國
都
城
は
︑
	
代
ま
で
は
長
安
・
洛
陽
の
東
西
を
移
動
し
て
い
た
︒
元


淸
に
お
い
て
は
北
京
と
南
京
を
南
北
移
動
す
る
︒
こ
の
理
由
に

つ
い
て
︑
妹
尾
�
彥
氏
は
︑
江
南
の
經
濟
の
發
�
と
�
牧
民
族
の
根
據
地
の
東
方
へ
の
轉
移
と
を
擧
げ
て
い
る(1

)
︒

問
題
と
な
る
の
は
︑
	
代
と
元


淸
の
中
閒
に
あ
た
る
宋
代
で
あ
る
︒
北
宋
は
江
南
の
財
富
を
北
方
沿
邊
地
域
の
軍
事
據
點
へ
供
給
す
る
た

め
國
家
�
物
液
を
形
成
す
る
︒
そ
の
た
め
の
據
點
と
し
て
都
城
開
封
が
重
�
な
�
味
を
も
っ
た
︒
開
封
は
︑
隋
代
に
開
鑿
さ
れ
た
大
�
河
が
黃

河
か
ら
分
液
す
る
地
點
の
�
�
に
位
置
し
華
北
�
原
の
水
�
の
據
點
で
も
あ
っ
た
︒
元
代
に
お
い
て
は
大
�
河
は
さ
ら
に
東
に
移
動
し
︑
長

― 141 ―

691



安
・
洛
陽
と
は
離
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
都
城
�
上
の
曲
折
の
な
か
で
︑
洛
陽
は
都
城
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
い
っ
た
︒
洛
陽
を

本
格
�
に
陪
都
と
し
た
�
後
の
王
�
が
北
宋
で
あ
っ
た(2

)
︒

さ
て
︑
�
年
︑
後
漢
か
ら
南
北
�
時
代
の
洛
陽
に
關
す
る
優
れ
た
專
著
が
相
�
い
で
上
梓
さ
れ
︑
當
該
時
代
の
都
城
空
閒
 
!
や
政
治
�
"

�
な
�
義
が


ら
か
に
さ
れ
て
い
る(3

)
︒
ま
た
︑﹁
儒
敎
國
家
﹂
論
︑﹁
古
典
�
國
制
﹂
論(4

)
が
提
唱
さ
れ
て
久
し
い
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
後
漢
の
は

じ
め
白
虎
觀
會
議
な
ど
に
よ
っ
て
儒
敎
の
敎
義
が
定
め
ら
れ
︑
そ
れ
に
從
っ
た
政
策
が
推
$
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑﹁
儒
敎
國
家
﹂
が
成
立
し

た
の
だ
と
い
う
︒
儒
敎
國
家
へ
の
諸
政
策
の
な
か
で
特
に
都
城
�

(立
地
問
題
)
に
關
わ
る
の
は
﹁
洛
陽
�
都
﹂
で
あ
る(5

)
︒
儒
敎
に
よ
る
改
革

を
斷
行
し
た
王
厭
は
洛
陽
�
都
を
指
向
し
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
を
實
現
さ
せ
た
の
が
︑
後
漢
の
光
武
&
で
あ
る
︒
(今
�
)
﹃
尙
書
﹄

召
誥
の
言
說
に
從
い
︑
洛
陽
は
周
公
の
都
︑﹁
天
下
の
土
中
﹂
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
お
お
よ
そ
後
漢
か
ら
北
�
)
ま
で
は
︑
洛
陽

奠
都
を
理
想
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
都
城
に
お
け
る
天
へ
の
祀
り

(南
郊
)
を
定
)
�
に
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
後
漢
時
代
か
ら

で
あ
る(

6
)

︒
そ
れ
に
と
も
な
い
洛
陽
に
は
宮
殿
か
ら
南
郊
へ
む
か
う
南
北
軸
の
大
街
が
形
成
さ
れ
る
︒
北
魏
の
�
都
・
円
設
に
お
い
て
出
現
し
た

北
魏
洛
陽
城
は
一
つ
の
到
�
點
と
い
え
よ
う
︒
長
安
を
京
師
と
し
た
隋
	
に
お
い
て
も
東
都
洛
陽
の
整
備
は
大
規
模
に
實
施
さ
れ
て
い
る
︒
煬

&
は
東
都
洛
陽
を
円
設
し
︑
則
天
武
后
は
洛
陽
に
�
都
し
神
都
と
稱
し
︑


堂
を
円
設
し
て
い
る
︒
	
の
+
,
に
お
い
て
は
皇
&
は
政
府
ご
と

洛
陽
に
し
ば
し
ば
行
幸
し
て
い
る
︒

し
か
し
	
の
中
)
か
ら
﹁
漢
	
﹂
の
經
義
は
樣
々
な
角
度
か
ら
見
直
し
を
-
ら
れ
︑
儒
敎
の
變
革
が
發
生
し
︑
怨
儒
學
と
も
よ
ば
れ
る
.
學

が
/
こ
る
︒
小
島
毅
氏
ら
は
︑
儒
敎
�
に
お
け
る
�
世
の
始
ま
り
と
し
て
論
じ
て
い
る(7

)
︒
都
城
の
立
地
や
空
閒
 
!
は
王
權
論
を
具
現
"
し
た

も
の
と
い
え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
王
權
論
が
大
き
な
變
"
を
0
げ
た
こ
の
時
)
だ
か
ら
︑
都
城
�
に
お
け
る
轉
奄
點
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
︒
開
封
に
都
城
が
移
動
し
︑
洛
陽
に
も
ど
る
こ
と
が
な
く
な
る
︒
渡
邉
義
浩
氏
は
︑
こ
の
都
城
の
移
動
を
﹁
古
典
中
國
﹂
か
ら
﹁
�
世
中

國
﹂
へ
の
展
開
の
一
例
と
し
て
言
2
し
て
い
る(8

)
︒
都
城
 
!
に
お
い
て
も
︑
開
封
で
は
坊
制
3
壞
を
は
じ
め
と
し
て
︑
千
步
5
の
出
現
︑
外
郭

城
壁
の
高
層
"
︑
�
門
の
設
置(9

)
︑
�
世
�
な
庶
民
�
"
の
展
開
な
ど
顯
著
な
變
"
が
發
生
し
て
い
る
︒
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一
方
︑
怨
宮
學
氏
は(10

)
︑
都
城
北
京
の
成
立
を
も
っ
て
都
城
�
上
の
﹁
�
世
﹂
の
始
ま
り
と
見
る
︒
こ
れ
は
冒
頭
に
営
べ
た
︑
都
城
移
動
の
軸

線
の
變
"
に
よ
る
時
代
區
分
で
あ
る
︒
東
洋
�
分
野
で
は
論
爭
の
あ
る
﹁
�
世
﹂
と
い
う
時
代
區
分
で
あ
る
が
︑
怨
宮
氏
は
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
規

模
で
の
一
體
"
と
し
て
杉
山
正


氏
の
提
唱
す
る
﹁
モ
ン
ゴ
ル
時
代
﹂・﹁
ポ
ス
ト
モ
ン
ゴ
ル
時
代
﹂
や
岸
本
美
緖
氏
の
﹁
地
域
閒
の
8
や
か
な

共
時
性
﹂
を
西
洋
�
・
日
本
�
な
ど
の
﹁
�
世
﹂
に
相
當
す
る
時
代
9
識
の
試
み
と
し
て
紹
介
し
︑
そ
の
時
)
の
現
象
と
し
て
﹁
首
都

(
北

京
)
の
成
立
﹂
の
特
質
を
:
か
び
上
が
ら
せ
る
︒

洛
陽
奠
都
が
理
想
と
さ
れ
た
時
代
と
北
京
都
城
の
始
ま
り
で
あ
る
﹁
モ
ン
ゴ
ル
時
代
﹂
と
い
う
二
つ
の
都
城
�
の
時
代
に
挾
ま
れ
た
時
)

(一
〇

−

一
三
世
紀
)
は
︑
ど
の
よ
う
に
位
置
附
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
先
営
し
た
よ
う
に
宋
代
に
は
怨
し
い
都
城
�
"
が
生
ま
れ
て
い
る
︒

一
方
で
は
遼
・
金
に
よ
っ
て
現
北
京
や
內
モ
ン
ゴ
ル
地
區
な
ど
で
都
城
円
設
が
試
み
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
問
題
を
比
�
�
の
方
法
に
よ
っ

て
見
直
し
︑﹁
北
京
﹂
へ
接
續
す
る
歷
�
段
階
と
し
て
都
城
�
の
枠
組
み
を
再
 
成
し
て
ゆ
く
試
み
が
必
�
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
は
︑
そ
の
は
じ

め
の
一
步
と
し
て
︑
こ
の
時
)
に
お
い
て
︑
都
城
洛
陽
が
い
か
に
都
城
�
か
ら
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
っ
た
の
か
を
檢
討
す
る
︒

1
︑
五
代
複
都
制
に
お
け
る
洛
陽
の
地
位

五
代
の
都
城
は
開
封
で
あ
り
︑
後
	
の
み
が
	
へ
の
復
古
=
義
か
ら
洛
陽
を
國
都
と
し
た
と
い
う
の
が
敎
科
書
�
な
理
解
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑

﹃
舊
五
代
�
﹄﹃
怨
五
代
�
﹄
が
記
営
の
=
な
對
象
と
し
た
九
〇
八
年
か
ら
九
六
〇
年
の
閒

(
五
三
年
閒
)
に
︑
洛
陽
が
都
城

(
京
師
)
で
あ
っ

た
時
)
も
か
な
り
長
か
っ
た

(一
九
年
閒
)
︒
後
梁
+
,
と
︑
後
	
時
代
︑
後
晉
の
�
初
)
で
あ
る
︒
し
か
も
開
封
が
京
師
と
な
っ
た
後
梁
後
,
︑

後
晉
・
後
漢
・
後
周
初
)
に
お
い
て
も
郊
祀
は
洛
陽
で
行
わ
れ
て
い
た
︒
郊
壇
や
太
V
と
そ
の
神
=
は
一
貫
し
て
洛
陽
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
當
時
の
洛
陽
の
城
郭
規
模
は
五
二
里
强(11

)
で
中
國
�
大
で
あ
っ
た

(開
封
は
?
二
〇
里(12
)

︒
南
	
の
円
康

(
江
寧
府
)
は
?
二
五
里(
13
)

)
︒
こ
れ
ら
は

中
國
に
お
け
る
首
都
性(14

)
の
レ
ガ
リ
ア
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
五
代
の
國
都
は
後
	
が
洛
陽
で
あ
っ
た
の
を
例
外
と
し
て
開
封
に
置
か
れ
た
と

す
る
の
は
不
正
確
で
あ
る
︒
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中
國
の
分
裂
時
代
の
一
つ
に
數
え
ら
れ
て
い
る
五
代
で
は
あ
る
が
︑
山
崎
覺
士
氏
に

よ
れ
ば
︑﹁
五
代
天
下
秩
序
﹂
と
稱
す
べ
き
︑
五
代
な
り
の
瓜
合
理
念
が
存
在
し
て
い

た
︒
そ
れ
は
.
制
に
も
と
づ
く
﹁
中
國
﹂
(四
至
に
�
王
)
と
諸
國
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
︑
諸
國
は
封
A
さ
れ
て
い
る
國
と
そ
う
で
な
い
國

(﹁
敵
國
﹂
)
に
分
け
ら
れ
︑
封
A

國
に
は
貢
獻
・
上
供
の
義
務
が
あ
っ
た
︒
中
原
と
そ
の
中
心
で
あ
る
洛
陽
を
荏
�
し
て

い
る
こ
と
が
︑﹁
中
國
﹂
で
あ
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
實
際
に
︑

山
崎
氏
の
論
理
は
後
	
淸
泰
&
時
代
に
そ
の
時
代
設
定
を
お
い
て
い
る
の
で(15

)
︑
洛
陽
が

都
城
で
あ
っ
た
︒

沙
陀
族
の
軍
閥
國
家
と
い
う
面
で
も
後
	
の
後
繼
國
家
で
あ
る
後
晉
と
後
漢
は
︑
洛

陽
に
太
V
・
社
稷
・
南
郊
と
い
っ
た
都
城
に
お
け
る
禮
制

(權
威
)
の
�
素
を
殘
し
た

ま
ま
開
封
を
政
府

(權
力
)
C
在
地
と
し
た
︒
後
	
で
は
洛
陽
に
集
中
さ
れ
た
都
城
機

能
を
分
離
さ
せ
た
の
は
︑
皇
&
禁
軍
へ
の
軍
事
力
の
集
中
を
は
か
る
と
い
う
權
力
强
"

の
課
題
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑
四
D
八
�
の
地
で
あ
っ
た
開
封
が
E

ば
れ
た
︒
し
か
し
開
封
の
都
城
と
し
て
の
地
位
に
し
て
も
必
ず
し
も
確
立
し
た
わ
け
で

は
な
く
︑
鄴
都
と
開
封
と
の
E
擇
が
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒
後
晉
の
高
祖
石
敬
瑭

は
開
封
か
ら
魏
州

(
鄴
都
)
に
事
實
上
の
�
都
を
行
い
︑
そ
こ
で
3
御
し
て
い
る(16

)
︒

天
福
三
年

(九
三
八
)
一
〇
G
に
開
封
に
�
都
し
た
際
に
も
︑
宗
V
・
社
稷
を
開
封

に
移
す
こ
と
が
︑
太
常
寺
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
︒

太
常
奏
す
ら
く
は
﹁
今
東
京
を
円
つ
︒
而
れ
ど
も
宗
V
・
社
稷
は
皆
な
西
京
に
在
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表 五代複都制 ※網掛は首都、H體は陪都。

年 G 開 封 洛 陽 長 安 魏 州 太 原

後梁 (太祖) 907 年 4G〜 東都開封府 西都河南府 (大安府) (大名府) (幷州)

後梁 (太祖) 909 年 1G〜 東都開封府 西都河南府 (大安府) (大名府) (幷州)

後梁 (末&) 913 年 2G〜 東都開封府 西都河南府 (大安府) (大名府) (幷州)

後	 923 年 11G〜 (汴州) 洛都河南府 西京京兆府 東京興	府 北京太原府

後	 925 年 3G〜 (汴州) 東都河南府 西京京兆府 鄴都興	府 北京太原府

後	 929 年 6G〜 (汴州) 東都河南府 西京京兆府 (魏州・魏府) 北京太原府

後晉 (円國時)
936 年閏 11
G〜

(汴州) 洛京河南府 雍京京兆府 (廣晉府) 北京太原府

後晉
(天福 3 年から)

938 年 10G〜 東京開封府 西京河南府 (京兆府) 鄴都廣晉府 北京太原府

後漢 947 年 6G〜 東京開封府 西京河南府 (京兆府) 鄴都大名府 北京太原府

後周 (太祖) 951 年 1G〜 東京開封府 西京河南府 (京兆府) 鄴都大名府 (北漢首都)

後周 (世宗) 954 年 1G〜 東京開封府 西京河南府 (京兆府) (大名府) (北漢首都)



り
︒
I
う
ら
く
は
大
梁
に
�
し
置
か
ん
こ
と
を
﹂
と
︒
敕
旨
あ
り
︑﹁
且
ら
く
舊
に
仍
れ
﹂
と(17

)
︒

敕
旨
は
︑
そ
れ
を
拒
み
暫
定
�
に
﹁
舊
に
仍
る
﹂
と
い
う
決
定
を
し
た
と
い
う
︒
こ
の
時
)
は
ま
だ
洛
陽
を
天
下
の
中
心
と
み
な
し
︑
そ
こ

に
て
國
家
祭
祀
を
お
こ
な
う
と
い
う
﹁
舊
﹂
制
を
變
え
る
決
斷
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

後
晉
以
影
も
︑
後
漢
・
後
周

(
円
國
時
)
で
は
︑
太
V
や
郊
祀
施
設
な
ど
は
︑
依
然
と
し
て
洛
京

(西
京
)
に
置
か
れ
て
い
た
︒
皇
&
親
祭

は
一
度
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
︑
J
司
攝
事
に
よ
り
太
V
・
天
地
に
對
す
る
祭
儀
が
行
わ
れ
て
い
る(18

)
︒

後
晉
の
高
祖
と
同
年

(九
四
二
)
に
歿
し
た
南
漢
の
高
祖

(劉
龑
)
が
︑
い
つ
も
﹁
中
國
天
子
爲
洛
州
刺
�
﹂
と
發
言
し
て
い
た
と
い
う
記

錄
が
あ
る(19

)
︒
こ
の
發
言
の
記
錄
は
興
味
深
い
︒
こ
れ
は
﹁
中
原
國
家
の
君
=
が
天
子
を
稱
し
て
い
る
が
︑
實
態
は
洛
陽
の
L
度
M
に
す
ぎ
な

い
﹂
と
い
う
發
言
で
あ
る
︒
劉
龑
が
在
位
し
た
の
は
九
一
七
年
か
ら
で
あ
る
か
ら
︑
後
	
と
後
晉
に
つ
い
て
の
営
懷
で
あ
る
︒
つ
ま
り
後
晉
も

後
	
と
同
じ
く
洛
陽
を
中
心
と
し
た
國
家
で
あ
る
と
い
う
9
識
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

す
で
に
拙
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
開
封
に
て
初
め
て
郊
祀
が
行
わ
れ
る
の
は
︑
後
周
の
太
祖
が
3
御
し
た
年
で
あ
る(20

)
︒
洛
陽
か
ら
太

V
の
神
=
が
は
こ
ば
れ
開
封
の
太
V
に
奉
安
さ
れ
︑
開
封
の
南
郊
に
郊
壇
が
築
か
れ
る
︒
太
祖
郭
威
は
死
病
に
冒
さ
れ
て
い
た
︒
開
封
南
郊
で

親
祭
し
た
が
︑
結
局
す
べ
て
の
儀
禮
を
こ
な
す
こ
と
は
出
來
ず
︑
後
繼
者
柴
榮

(開
封
府
尹
・
晉
王
)
が
補
佐
し
た(21

)
︒
こ
の
よ
う
に
衣
姓
の
柴

榮

(世
宗
)
へ
の
政
權
移
讓
が
演
出
さ
れ
た
︒
あ
わ
せ
て
洛
陽
を
中
心
と
す
る
﹁
五
代
天
下
秩
序
﹂
か
ら
脫
し
︑
開
封
を
中
心
と
す
る
中
央
集

權
�
な
天
下
瓜
一
の
體
制
の
雛
形
が
後
周
政
權
の
元
で
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

戶
川
貴
行
氏
は
︑
東
晉
南
�
で
は
︑
郊
祀
は
天
下
の
中
心
の
洛
陽
で
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
洛
陽
中
心
の
天
下
觀
か
ら
︑
円
康
中
心

の
天
下
觀
に
變
"
し
︑
円
康
に
お
い
て
郊
祀
の
擧
行
︑


堂
の
円
設
が
行
わ
れ
た
と
い
う
︒
劉
宋
孝
武
&
に
よ
る
儀
禮
整
備
の
Q
R
で
︑
円
康

を
﹁
神
京
﹂
や
﹁
王
畿
﹂
と
み
な
す
怨
た
な
思
想
が
用
い
ら
れ
た
と
指
摘
す
る(22

)
︒
東
晉
南
�
で
は
︑
洛
陽
は
北
�
の
領
域
で
あ
っ
た
た
め
致
し

方
な
い
︒
一
方
で
後
周
で
は
︑
洛
陽
は
領
內
に
確
保
さ
れ
て
い
た
に
も
關
わ
ら
ず
開
封
で
郊
祀
す
る
︒
す
な
わ
ち
開
封
を
天
下
の
中
心
と
見
な

す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
開
封
を
天
下
の
中
心
と
す
る
禮
制
上
の
根
據
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
違
を
改
め
檢
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討
し
た
い
︒

2
︑
後
周
に
お
け
る
都
城
開
封
の
円
設

︱
︱
｢地
中
﹂
と
し
て
の
開
封

『舊
五
代
�
﹄
の
一
L
に
は
︑
世
宗
が
天
下
瓜
一
に
つ
い
て
志
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
多
く
の
官
僚
�
は
︑
世
宗
の
考
え

を
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う(23

)
︒
こ
れ
は
五
代
の
地
方
政
權
の
割
據
と
國
際
秩
序

(
五
代
天
下
秩
序
)
と
い
う
狀
況
に
安
V
し
て
お
り
︑
そ
れ

を
變
え
る
こ
と
に
頭
が
2
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
一
方
で
︑
世
宗
の
天
下
瓜
一
の
志
を
理
解
し
て
の
J
效
�
な
提
案
に
よ
っ
て
重
ん
じ

ら
れ
た
の
が
王
朴
と
い
う
官
僚
で
あ
る(24

)
︒

か
れ
は
︑
後
漢
の
乾
祐
中

(九
四
八
年
～
九
五
〇
)
$
士
に
2
第
し
︑
世
宗
が
藩
鎭
に
出
て
い
た
と
き
︑
そ
の
記
室
を
勤
め
て
信
賴
さ
れ
る
︒

世
宗
が
開
封
府
尹
に
就
任
す
る
と
開
封
府
推
官
と
な
り
︑
世
宗
が
卽
位
す
る
や
比
部
郞
中
と
し
て
國
政
に
參
劃
し
た
︒
ま
も
な
く
知
開
封
府
事

に
就
任
す
る
︒
そ
こ
で
︑
開
封
の
大
改
!
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る(25

)
︒
歐
陽
脩
が
︑

世
宗
淮
を
征
す
る
に
︑
朴
京
師
に
留
ま
り
︑
怨
城
を
廣
げ
︑
.
路
を
D
し
︑
壯
洩
宏
闊
た
ら
し
む
︒
今
京
師
の
制
︑
多
く
其
の
規
爲
す
る

C
な
り(26

)
︒

と
\
し
て
い
る
よ
う
に
︑
北
宋
の
開
封
の
制
度
は
︑
王
朴
が
定
め
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
事
業
に
つ
い
て
は
以
下
の
四
點
に
集
?
さ

れ
る
︒

1
︑
外
城
の
円
設
︒

2
︑
街
路
の
整
頓
︒

3
︑
汴
河
の
開
D
︒

4
︑
開
封
の
岳
臺
坊
を
﹁
地
中
﹂
と
み
な
す
︒

�
後
の
禮
制
上
の
轉
囘
が
︑
+
違
の
�
後
に
提
/
し
た
問
題
で
あ
る
が
︑
は
じ
め
に
都
城
プ
ラ
ン
の
整
備
事
業
に
お
け
る
貢
獻
を
紹
介
し
た
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圖 1 北宋開封略圖



後
に
項
を
別
に
立
て
て
論
じ
る
︒

a
︑
王
朴
に
よ
る
開
封
の
都
城
円
設

北
宋
開
封
は
︑
三
重
の
城
壁
で
圍
ま
れ
て
い
た
︒
內
側
か
ら
大
內
︑
裏
城
︑
外
城
で
あ
る
︒
裏
城

(
周
圍
二
〇
里
)
は
︑
舊
城
と
も
い
わ
れ

る
が
︑
も
と
も
と
は
︑
隋
代
の
汴
州
城
の
も
の
で
あ
り
︑
	
代
宣
武
軍
L
度
M
の
會
府
の
城
壁
で
あ
っ
た
︒
記
錄
で
は
後
周
時
代
に
は
︑
內
部

は
手
狹
と
な
り
︑
特
に
︑
禁
軍
集
中
政
策
が
と
ら
れ
た
た
め
︑
軍
人
と
そ
の
家
族
が
增
加
し
︑
彼
ら
の
居
V
す
る
軍
營
が
外
部
に
置
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
同
時
に
商
工
業
者
も
增
加
し
た
と
い
う
が
︑
こ
れ
は
都
城
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
禁
軍
兵
士
な
ど
政
府
關
聯
の
人
口
が
增
加

し
た
こ
と
と
關
聯
し
よ
う
︒
そ
の
よ
う
な
譯
で
︑
開
封
の
外
城

(
怨
城
・
羅
城
)
が
円
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
顯
德
二
年

(九
五
五
)
の
四

G
に
世
宗
の
詔
敕
が
出
さ
れ
て
い
る(27

)
︒
は
じ
め
に
外
城
郭
の
円
て
ら
れ
る
場
C
に
標
識
を
立
て
て
お
き
︑
三
年
の
正
G
︑
農
閑
)
に
工
事
を
實

施
し
た
︒
畿
內
2
び
滑
・
曹
・
�
州
の
丁
夫
を
十
萬
人
あ
つ
め
て
工
事
を
行
っ
た
︒
そ
の
夫
役
を
部
署
し
た
の
は
︑
曹
州
L
度
M
韓
D
で
あ
っ

た(
28
)

が
︑
円
築
實
務
は
王
朴
が
擔
っ
た
︒﹃
舊
五
代
�
﹄
王
朴
傳
に
は
︑

⁝
是
れ
に
繇
り
登
用
に
a
な
り
︒
b
い
で
左
散
騎
常
侍
を
拜
し
端


殿
學
士
に
閏
て
ら
る
︒
知
府
故
の
如
し
︒
是
の
時

初
め
て
京
城
を

廣
ぐ
︒
(王
)
朴
命
を
奉
じ
經
度
す
︒
凡
そ
D
衢

お
お
ど
お
り

と
委
7

こ
み
ち

の

廣
と
う
ざ
い

と

袤
な
ん
ぼ
く

の
閒
は
︑
其
の
心
匠
に
由
ら
ざ
る
は
靡
し(

29
)

︒

と
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
知
府
と
し
て
王
朴
は
︑
世
宗
の
�
を
う
け
て
︑
京
城

(
外
城
)
內
部
の
﹁
經
度
﹂
(計
劃
立
案
)
を
お
こ
な
っ
た
︒

D
衢

(大
街
)
や
委
7

(小
路
)
の
廣

(東
西
の
長
さ
)
袤

(南
北
の
長
さ
)
に
つ
い
て
は
︑
す
べ
て
︑
王
朴
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
開

封
の
外
城
部
分
は
一
人
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
計
劃
都
市
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
先
営
の
﹁
標
識
﹂
も
王
朴
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
︒世

宗
は
顯
德
三
年

(九
五
五
)
を
皮
切
り
に
︑
三
年
聯
續
し
て
數
箇
G
︑
南
	
へ
の
親
征
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
結
果
と
し
て
淮
南
一
四
州

を
獲
得
す
る
︒
そ
の
際
に
王
朴
は
開
封
に
殘
留
し
︑
庶
務
を
取
り
仕
切
っ
た
︒
ま
ず
︑
顯
德
三
年

(九
五
五
)
に
は
開
封
府
副
留
守
と
な
っ
て
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い
る
が
︑
先
に
営
べ
た
羅
城

(
怨
城
・
外
城
)
の
工
事
を
行
っ
た
︒
こ
の
羅
城
は
周
圍
四
八
里
と
い
う
規
模
で
あ
る
︒
洛
陽

(
周
圍
五
二
里
强
)

や
戰
爭
相
手
の
南
	
円
康

(
周
圍
二
五
里
强
)
の
規
模
を
�
識
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

顯
德
四
年
の
親
征
に
際
し
て
は
︑
權
東
京
留
守
q
r
開
封
府
事(30

)
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑﹁
時
に
街
7
隘
狹
な
る
を
以
て
︑
例
と
し
て
展

拆
に
從
わ
し(31

)
﹂
め
た
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
首
都
長
官
と
し
て
都
城
整
備
に
從
事
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
︒
s
顯
德
五
年
四
G
に
世
宗
が
江
南

か
ら
歸
t
す
る
と
︑﹁
都
下
は
肅
如(32

)
﹂
と
し
て
い
た
と
い
う
︒

街
7
の
整
備
に
關
し
て
は
︑
顯
德
三
年
六
G
に
詔
敕
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑

輦
轂
の
下
︑
之
を
浩
穰
と
い
う
︒
萬
國
駿
奔
し
︑
四
方
繁
會
す
︒
此
地
比
ご
ろ
藩
U
と
爲
り
︑
�
ご
ろ
京
都
を
円
つ
︒
人
物
喧
闐
し
︑
閭

7
隘
陿
た
り
︒
雨
v
な
れ
ば
則
ち
泥
濘
の
患
あ
り
︒
風
旱
な
れ
ば
則
ち
火
燭
の
憂
多
し
︒
炎
熱
に
w
う
ご
と
に
相
い
蒸
し
︑
疾
沴
を
生
じ

易
し
︒
�
者
︑
都
邑
を
開
廣
し
︑
街
坊
を
展
引
す
︒
暫
し
勞つ

か

る
る
と
雖
然

い

え

ど
も
︑
{
に
は
大
利
を
獲
ん
︒
|
淮
上
自
り
︑
廽
り
て
京
師
に

2
び
︑
康
衢

お
お
ど
お
り

を
周
覽
し
︑
}
に
D
濟
を
思
う
︒
千
門
萬
户
︑
安
逸
の
心
を
存
す
る
靡な

し
︒
盛
暑
隆
冬
︑
燠
�
の
苦
を
倍
減
せ
ん
︒
其
れ

京
城
內
の
街
.
の
闊
さ
五
十
步
の
者
は
︑
兩
邊
の
人
户
︑
各
お
の
五
步
內
に
お
い
て
�
を
取
り
て
樹
を
種
え
井
を
掘
り
︑
凉
y
を
修
蓋
す

る
を
許
す
︒
そ
の
三
十
步
已
下
二
十
五
步
に
至
る
者
は
︑
各
お
の
三
步
を
與
う
︒
其
の
�
は
差
J
り(33

)
︒

と
あ
る
︒
世
宗
が
︑
�
初
の
淮
南
�
征
よ
り
歸
國
し
た
直
後
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
︑﹁
�
者
開
廣
都
邑
︑
展
引
街
坊
﹂
と
あ
る
が
︑

こ
れ
は
︑
顯
德
三
年

(九
六
五
)
の
一
G
か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
怨
城
円
設
に
言
2
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
人
戶
が
集
中
し
て
︑

衞
生
狀
態
が
わ
る
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
舊
城
域
と
み
な
し
て
良
か
ろ
う
︒
そ
の
部
分
に
關
し
て
は
�
街
を
み
と
め
︑
都
人
の
V
み
や
す

さ
を
求
め
た
わ
け
で
あ
る
︒
王
朴
は
こ
の
詔
敕
の
規
定
に
し
た
が
い
︑﹁
街
7
隘
狹
︑
例
從
展
拓
﹂
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
+
年
の
外
城
空
閒
の

整
備
に
つ
づ
き
︑
こ
の
年
は
裏
城
の
空
閒
に
手
を
入
れ
た
の
で
あ
る
︒

顯
德
六
年

(九
五
九
)
三
G
に
王
朴
は
四
五
歲
で
a
死
す
る(34

)
が
︑
そ
の
直
+
に
汴
口
に
斗
門
を
つ
く
る
工
事
を
擔
當
し
て
い
る
︒
大
�
河
水
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�
の
再
開
に
お
い
て
も
貢
獻
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
面
で
も
開
封
の
都
城
イ
ン
フ
ラ
の
円
設
者
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
か
れ
が
こ
の
工
事

か
ら
歸
京
し
た
そ
の
日
に
a
死
し
た
こ
と
は
︑
後
周
に
と
っ
て
は
大
き
な
損
失
で
あ
っ
た
︒
彼
自
身
も
﹁
朴
在
れ
ば
︑
則
ち
周
�
在
り
﹂
と
嘯

い
て
い
た
と
い
う(35

)
︒
後
に
北
宋
を
円
國
す
る
殿
+
都
點
檢
趙
匡
胤
に
對
し
て
︑
そ
の
行
動
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
た
高
官
は
樞
密
M
の
王
朴

だ
け
だ
っ
た
と
い
う
故
事
も
記
錄
さ
れ
て
い
る(36

)
︒
北
宋
太
祖
と
な
っ
た
趙
匡
胤
は
︑
王
朴
が
い
た
な
ら
ば
︑
皇
&
に
卽
位
で
き
な
か
っ
た
と
営

懷
し
て
い
た
と
い
う(37

)
︒
ま
た
︑
王
禹
偁
に
よ
る
と
︑
王
朴
の
言
行
は
︑
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
は
多
か
っ
た
が
︑
�
官
が
書
き
殘
さ
な
か
っ
た

と
い
う(

38
)

︒
お
そ
ら
く
︑
a
死
し
た
後
周
王
�
の
重
�
人
物
に
對
し
て
忌
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

b
︑﹁
土
中
﹂
洛
陽
で
は
な
く
﹁
地
中
﹂
開
封
を
王
都
と
す
る

王
朴
は
天
�
曆
法
や
樂
律
の
復
興
に
も
貢
獻
し
て
い
る
︒﹁
欽
天
曆
﹂
と
﹁
律
凖
﹂
を
製
作
し
︑
宋
代
の
曆
學
︑
樂
律
の
出
發
點
と
な
っ
た(39

)
︒

五
代
で
は
︑
律
・
曆(40

)
の
精
密
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
世
宗
と
王
朴
が
そ
れ
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
︑
瓜
一
國
家
の
形
成
に

向
け
て
の
國
制
整
備
の
一
�
で
あ
ろ
う
︒
欽
天
曆
作
成
を
提
案
す
る
王
朴
の
上
奏
に
よ
る
と
︑

古
者
︑
圭
を
陽
城
に
�た

つ
︒
そ
の
洛
に
�
き
を
以
て
な
り
︒
蓋
し
其
の
中
に
慊た

る
を
尙
び
し
な
ら
ん
︒
乃
ち
洛
の
東
�
に
在
り
︒
開
元
十

二
年
︑
天
下
に
�
M
し
て
影
を
候は

か

る
︒
南
の
か
た
林
邑
に
�い
た

り
︑
北
の
か
た
橫
野
に
�
る
︒
中
は
浚
儀
の
岳
臺
を
得
︒
南
北
弦
に
應
じ
︑

﹁
地
之
中
﹂
に
居
る
︒
大
周
円
國
︑
汴
に
定
都
し
︑
圭
を
樹
え
�
を
置
く
に
︑
岳
臺
の
晷
漏
を
測
り
て
︑
以
て
中
數
と
爲
す
︒
晷
漏
正
し

け
れ
ば
︑
則
ち
日
の
至
る
と
こ
ろ

(夏
至
冬
至
)
︑
氣
の
應
ず
る
と
こ
ろ

(春
分
秋
分
)
︑
こ
れ
を
得(

41
)

︒

と
あ
る
︒﹁
地
之
中
﹂
(﹁
地
中
﹂
)
は
︑﹃
周
禮
﹄
地
官
大
司
徒
に
し
た
が
え
ば
︑﹁
王
國

お
う
と

を
こ
こ
に
円
て
︑
其
の
畿
を
制(

42
)

﹂
す
る
地
點
な
の
で
あ

る
︒
基
準
と
な
る
の
は
︑
夏
至
の
時
の
南
中
高
度
で
あ
る
︒
八
尺
の
土
圭
に
よ
っ
て
で
き
る
影
の
長
さ
を
測
り
︑
そ
れ
が
一
尺
五
寸
の
地
點
を

地
中
と
す
る
︒
こ
れ
が
﹃
周
禮
﹄
に
見
え
る
計
測
方
法
で
あ
る(43

)
︒
開
元
一
二
年

(
七
二
四
)
の
計
測
で
は
︑
開
封
浚
儀
縣
が
﹁
地
中
﹂
に
あ
た

る
と
い
う
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
王
朴
の
上
奏
で
は
そ
れ
に
�
目
し
︑
開
封
が
﹁
王
都
﹂
で
あ
る
こ
と
を
=
張
し
て
い
る(44

)
︒
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開
元
一
二
年
の
觀
測
は
︑
僧
一
行
が
組
織
し
た
�
國
�
な
太
陽
南
中
高
度
の
觀
測

で
あ
り
︑
鐵
勒
か
ら
�
州
ま
で
の
測
量
を
お
こ
な
っ
て
︑
正
確
な
子
午
線
の
長
さ
を

算
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
大
衍
曆
が
作
ら
れ
た
︒
こ
の
觀

測
の
記
錄
は
︑﹃
舊
	
書
﹄﹃
怨
	
書
﹄
や
﹃
D
典
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑﹃
�
治
D

鑑
﹄
の
開
元
一
二
年
の
條
に
も
轉
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
肝
腎
の
岳
臺
の
デ
ー
タ
表
現

が
�
妙
に
衣
な
る
︒
こ
れ
ま
で
﹁
地
中
﹂
と
さ
れ
て
い
た
陽
城
の
記
錄
が
﹁
一
尺
四

寸
八
分
﹂
と
い
う
の
は
同
じ
だ
が
︑
岳
臺
は
︑﹃
舊
	
書(45

)
﹄
で
は
﹁
一
尺
五
寸
�
强
﹂

で
あ
る
︒
一
方
︑﹃
D
典
﹄﹃
怨
	
書
﹄
で
は
︑﹁
一
尺
五
寸
三
分(

46
)

﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

+
者
で
あ
る
と
岳
臺
を
﹁
地
中
﹂
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
が
︑
後
者
は


ら

か
に
陽
城
が
一
尺
五
寸
に
�
く
な
る
︒
司
馬
光
﹃
�
治
D
鑑
考
衣
﹄
に
は
︑
當
時
存
在
し
た
僧
一
行
の
﹃
開
元
大
衍
曆
議(47

)
﹄
が
﹃
舊
	
書
﹄
と

同
じ
數
値
表
現
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
兩
說
の
存
在
を


記
し
た
う
え
で
﹃
開
元
大
衍
曆
議
﹄
の
數
字
に
よ
っ
て
﹃
�
治
D
鑑
﹄
本

�
を
記
営
し
た
こ
と
が


記
さ
れ
て
い
る(48

)
︒
王
朴
は
︑
デ
ー
タ
の
�
源
で
あ
る
僧
一
行
の
著
作
を
參
照
し
て
曆
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い
た

は
ず
で
あ
り
︑
そ
の
デ
ー
タ
は
︑
浚
儀
岳
臺
が
﹁
地
中
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

欽
天
曆
で
は
︑
開
封
岳
臺
の
地
點
を
中
心
と
し
て
標
準
時
を
き
め
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る(49

)
︒
天
�
現
象
の
豫
測
も
岳
臺
の
標
準
時

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
傳
瓜
中
國
の
國
家
に
と
っ
て
首
都
性
の
表
現
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
︒
(從
來
の
曆
は
︑
陽
城

を
/
點
と
し
て
い
た
︒
)
王
朴
の
首
都
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
關
わ
る
多
大
な
貢
獻
を
こ
れ
ま
で
縷
々
営
べ
て
き
た
が
︑
洛
陽
で
は
な
く
開
封
が
﹁
地

中
﹂
で
あ
り
︑
首
都
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
を
理
論
�
に
=
張
し
て
も
い
た
の
で
あ
る
︒

岳
臺
と
は
︑﹃
宋
�
﹄
卷
七
四
︑
律
曆
志
七
︑
岳
臺
日
晷
の
項
に
︑

岳
臺
は
︑
今
の
京
師
の
岳
臺
坊
な
り
︒
地
を
浚
儀
と
曰
い
︑
�
古
の
景
を
候は

か

る
の
C
な
り
︒
尙
書
洛
誥
に
東
土
と
稱
す
る
は
是
れ
な
り(50

)
︒
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と
あ
り
︑﹃
困
學
紀
聞
﹄
に
は
︑

	
天
�
志
︑﹁
測
景
は
浚
儀
岳
臺
に
在
り
﹂
と
︒
宋
�
.
の
﹃
東
京
記
﹄
を
按
ず
る
に
﹁
宣
德
門
+
︑
天
街
西
第
一
の
岳
臺
坊
あ
り
︒
今

祥
符
縣
の
西
九
里
に
岳
臺
あ
り
﹂
と
︒﹃
圖
經
﹄
に
云
う
﹁
昔
魏
=
︑
遙
か
に
霍
山
神
に
事
う
︑
此
の
臺
を
築
き
︑
其
の
上
に
禱
る
︑
因

り
て
以
て
名
と
爲
す
﹂
と(51

)
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
開
封
の
岳
臺
坊
に
あ
た
る
よ
う
だ
︒﹃
宋
�
﹄
で
は
︑﹁
�
古
﹂
に
觀
測
が
行
わ
れ
た
と
い
う
が
︑
	
代
の
觀
測
の
こ
と
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
︒
岳
臺
坊
と
は
︑
開
封
舊
城
の
坊
名
で
あ
る
︒﹃
宋
東
京
記
﹄
に
﹁
宣
德
門
+
天
街
西
第
一
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
御
街
の
西
側

で
宣
德
門
に
一
番
�
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ほ
ぼ
︑
都
心
と
い
っ
て
も
よ
い
︒
宋
敏
求
が
開
封
で
暮
ら
し
て
い
た
神
宗
時
代
︑
開
封
の
赤
縣
の
一

つ
で
あ
る
祥
符
縣
の
治
C
は
舊
城
北
門
で
あ
る
安
�
門
の
外
側
に
あ
っ
た(52

)
︒
縣
治
が
ど
れ
ほ
ど
安
�
門
か
ら
離
れ
て
い
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら

な
い
が
︑
そ
こ
か
ら
の
�
離
が
九
里

(
?
四
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
)
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

先
営
し
た
よ
う
に
︑
後
周
太
祖
の
晚
年
に
開
封
で
郊
祀
が
�
上
初
め
て
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
先
立
ち
︑
洛
陽
か
ら
太
V
神
=
な
ど
が
移

動
し
て
い
る
︒
こ
の
際
に
も
︑
王
朴
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
︑
開
封

=

｢地
中
﹂
論
は
�
識
さ
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
を
裏
附
け

る
�
料
は
殘
念
な
が
ら
見
つ
け
る
こ
と
は
出
來
な
い
︒

(今
�
)
﹃
尙
書
﹄
召
誥
で
は
︑
歷
�
�
に
周
公
旦
の
築
い
た
洛
邑
が
﹁
土
中
﹂
で
あ
る
と
い
う(53

)
︒
一
方
︑﹃
周
禮
﹄
地
官
大
司
徒
で
は
觀
測

に
よ
る
﹁
地
中
﹂
の
測
り
方
が
示
さ
れ
る
︒
�
玄
は
﹃
周
禮
﹄
の
﹁
地
中
﹂
と
﹃
尙
書
﹄
の
﹁
土
中
﹂
を
一
致
さ
せ
る
見
解
を
打
ち
出
し
た(54

)
︒

そ
れ
が
﹁
中
國
古
典
國
制
﹂
の
洛
陽
奠
都
の
理
論
な
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
土
中
﹂
と
﹁
地
中
﹂
を
切
り
離
し
︑﹁
地
中
﹂
開
封
を
王
都

と
考
え
た
こ
と
は
︑
中
國
都
城
�
に
お
い
て
は
大
き
な
�
味
を
持
つ
も
の
と
い
え
よ
う
︒

司
馬
光
は
︑﹃
�
治
D
鑑
﹄
の
行
閒
に
天
�
・
曆
法
へ
の
關
心
が
深
い
こ
と
を
に
じ
ま
せ
て
い
る(55

)
︒﹁
地
中
﹂
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑

日
の
黃
.
を
行
く
に
︑
每
歲
差
あ
り
︑
地
中
も
當
に
隨
い
て
轉
移
す
べ
し
︒
故
に
周
に
は
洛
邑
に
あ
り
︑
漢
に
は
潁
川
陽
城
に
あ
り
︒
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に
は
汴
州
浚
儀
に
あ
り(56

)
︒

と
あ
り
︑
周
に
洛
邑
︑
漢
で
は
陽
城
︑
	
で
は
浚
儀
と
變
動
し
た
こ
と
を
営
べ
て
お
り
︑
地
中
が
移
動
し
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
︒﹃
�
治

D
鑑
﹄
で
︑﹃
舊
	
書
﹄
の
數
字
を
と
っ
た
の
は
︑
浚
儀
へ
の
地
中
の
移
動
を
�
識
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
司
馬
光
は
﹁
日
行
黃

.
︑
每
歲
J
差
﹂
と
�
べ
て
い
る
︒﹁
歲
差
﹂
は
中
國
で
は
東
晉
の
�
喜
が
發
見
し
て
い
た
︒
極
軸
の
首
振
り
�
動
に
よ
っ
て
發
生
す
る
歲
差

は
︑
東
西
方
向
へ
の
ず
れ
と
し
て
黃
.
に
は
觀
測
さ
れ
る
︒
從
っ
て
南
中
時
閒
の
變
"
と
な
る
だ
け
な
の
で
︑
圭
表
の
値
に
は
影
�
を
與
え
な

い
︒
地
中
の
移
動
と
は
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑﹁
惑
星
歲
差
﹂
や
﹁
日
G
歲
差
﹂
と
よ
ば
れ
る
現
象
や
︑
極
軸
の
南
北
方
向
へ
の
�
妙
な
動
き
と

し
て
の
﹁
違
動
﹂
と
い
う
震
動
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
と
い
う
︒
こ
れ
ら
の
現
象
は
�
細
で
あ
り
︑
ノ
ー
モ
ン
の
觀
測
値
に
は
あ
ま
り
影
�
し

な
い
よ
う
で
あ
る
︒

と
に
か
く
も
︑
先
に
引
用
し
た
︑
司
馬
光
の
﹃
�
治
D
鑑
考
衣
﹄
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
︑
王
朴
は
﹃
舊
	
書
﹄
天
�
志
の
﹁
一
尺

五
寸
�
强
﹂
と
い
う
觀
測
結
果
に
依
據
し
︑
開
封
が
﹁
地
中
﹂
で
あ
る
と
し
︑
都
城
で
あ
る
こ
と
を
正
當
"
し
た
︒
我
々
は
こ
の
王
朴
こ
そ
後

周
開
封
の
円
設
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
9
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
�
違
で
も
繰
り
�
し
觸
れ
る
が
︑
都
城
開
封
整
備
に
﹃
周
禮
﹄
の
理
論
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
�
目
し
た
い
︒

3
︑
宋
太
祖
の
洛
陽
�
都
論
と
太
宗
の
反
對
論

太
祖
は
︑
晚
年
洛
陽
に
�
都
し
よ
う
と
し
た(57

)
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︹
久
保
田
一
九
九
七
︺
で
檢
討
し
一
定
の
結
論
を
得
て
い
る
が
︑
本

論
で
は
﹁
古
典
國
制
﹂
か
ら
の
展
開
の
中
で
再
論
し
て
み
た
い
︒

開
寶
九
年

(九
七
六
)
︑
實
際
に
洛
陽
に
太
宗
や
百
官
と
と
も
に
行
幸
し
郊
祀
を
實
施
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
先
だ
っ
て
︑
後
晉
以
來
の
宿
將
︑

焦
繼
勳
に
よ
っ
て
洛
陽
宮
が
整
備
さ
れ
て
い
る
︒
彼
は
そ
の
た
め
に
太
祖
か
ら
賞
贊
さ
れ
︑﹁
知
留
府
事
﹂
に
加
え
て
L
度
M
の
地
位
を
得
て

い
る
︒﹃
宋
�
﹄
焦
繼
勳
傳
に
よ
る
と
︑﹁
治
.
﹂
に
�
し
て
お
り
︑
至
る
C
で
善
政
を
�
い
た
と
い
う
︒
た
だ
し
官
府
の
荏
出
を
多
く
切
り
詰
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め
た
た
め
︑
時
人
か
ら
は
﹁
吝
嗇
﹂
と
み
な
さ
れ
︑
\
r
は
惡
か
っ
た(58

)
︒
か
れ
が
西
京
留
守
・
知
河
南
府
に
就
任
す
る
や
︑
以
+
の
亂
れ
た
治

安
は
﹁
淸
肅(59

)
﹂
と
な
っ
た
と
い
う
︒
焦
繼
勳
は
︑
娘
を
太
祖
の
四
男
德
芳
に
嫁
が
せ
て
い
る
︒
德
芳
は
�
代
を
擔
う
と
目
さ
れ
て
い
た
皇
子
で

あ
る(

60
)

︒
當
時
開
封
尹
と
し
て
勢
力
を
持
っ
て
い
た
趙
匤
義

(後
の
太
宗
)
は
︑
こ
の
洛
陽
�
都
は
ど
う
し
て
も
中
止
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
︒
は
じ
め
に
︑
洛
陽
行
幸
に
反
對
し
た
李
符
は
開
封
府
の
藩
邸
の
股
肱
と
稱
せ
ら
れ
る
側
�
の
一
人
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
行
幸
が
行
わ

れ
︑
�
都
が
決
ま
り
そ
う
に
な
る
と
自
身
で
太
祖
を
說
得
し
た
︒﹃
長
¡
﹄
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
︑﹃
邵
氏
聞
見
錄
﹄
が
載
せ
る
﹃
円
隆
¢

事
﹄
の
逸
�
で
は(61

)
︑
太
宗
自
ら
︑
太
祖
に
開
封
に
お
け
る
漕
�
の
利
を
=
張
し
て
い
る
︒
多
く
の
禁
兵
を
か
か
え
て
い
る
た
め
都
城
に
は
漕
�

の
利
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
强
く
反
對
す
る
太
宗
は
﹁
叩
頭
切
諫
﹂
に
2
ん
だ
と
い
う
︒
太
祖
は
そ
こ
で
洛
陽
�
都
は
︑

﹁
山
河
の
£
に
據
り
て
冗
兵
を
去
ら
ん
と
欲
す
︒
周
漢
の
故
事
に
循
い
て
以
て
天
下
を
安
ぜ
ん
と
す
る
な
り
﹂
と
�
べ
た(62

)
︒
こ
こ
に
︑﹁
周
漢
の

故
事
に
循
う
﹂
と
あ
る
こ
と
に
は
︑
歷
�
に
よ
っ
て
裏
附
け
ら
れ
た
保
守
=
義
が
に
じ
み
出
て
い
る
︒
南
	
を
征
¤
し
た
直
後
の
太
祖
は
︑
歷

�
の
記
憶
に
よ
っ
て
天
下
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る(63

)
︒﹁
冗
兵
を
去
る
﹂
と
は
南
	
影
伏
に
よ
っ
て
軍
事
力
の
整
頓
の
機
會
が

訪
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
天
下
を
一
瓜
し
軍
縮
を
斷
行
し
た
後
漢
の
光
武
&
は
洛
陽
奠
都
も
行
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
尙
書
﹄
で
は
洛

陽
は
¥
人
で
あ
る
周
公
旦
の
円
都
し
た
都
城
と
し
て
描
か
れ
る
︒﹃
尙
書
﹄
は
光
武
&
が
學
ん
で
い
た
經
典
で
も
あ
っ
た(64

)
︒
洛
陽
�
都
と
は
¥

人
周
公
旦
の
權
威
に
據
っ
た
國
制
整
備
で
あ
る
︒
太
祖
の
�
圖
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
示
す
言
葉
は
こ
れ
し
か
無
い
が
︑
後
漢
以
來
の
洛
陽
奠

都
の
理
想
を
�
識
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
﹁
周
漢
の
故
事
に
循
う
﹂
と
い
う
發
言
の
眞
�
な
の
で
あ
る

太
宗
は
反
對
し
た
︒
太
祖
と
太
宗
の
政
治
に
は
小
革
命
に
相
當
す
る
よ
う
な
變
革
が
あ
っ
た
こ
と
が
以
+
か
ら
言
わ
れ
て
い
る(65

)
︒
#
口
雄

三
氏
に
よ
る
と
︑
北
宋
は
︑﹁
一
君
萬
民
思
想
﹂
と
も
い
え
る
よ
う
な
︑
萬
民
と
皇
&
が
等
�
離
に
對
置
さ
れ
る
﹃
周
禮
﹄
の
齊
民
思
想
が
怨

法
舊
法
を
問
わ
ず
共
J
さ
れ
て
い
た
と
い
う(66

)
︒
そ
れ
は
︑
太
宗
に
始
ま
る
獨
裁
君
=
制
で
あ
り
︑
皇
&
機
關
說
と
も
稱
さ
れ
る
北
宋
の
政
治
�

"
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒
名
族
・
外
戚
や
藩
鎭
と
い
っ
た
五
代
ま
で
の
封
円
�

(中
閒
�
)
な
權
力
裝
置
は
J
名
無
實
と
な
り
︑
機
關
と
し
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て
の
皇
&
の
も
と
で
科
擧
官
僚
に
よ
る
中
央
集
權
荏
�
が
お
こ
な
わ
れ
る
︒
外
戚
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
J
力
者
が
管
理
す
る
洛
陽
に
�
都
す

る
こ
と
と
は
︑
大
き
な
¦
た
り
が
あ
る
︒

+
違
で
営
べ
た
よ
う
に
︑﹃
周
禮
﹄
地
官
大
司
徒
の
﹁
地
中
﹂
の
計
測
法
に
よ
り
開
封
は
後
周
時
代
に
王
都
と
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
﹃
周
禮
﹄

考
工
記
に
は(67

)
都
城
プ
ラ
ン
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
+
�
後
市
︑
左
祖
右
社
︑
中
央
宮
闕
︑
左
右
民
廛
﹂
と
い
う
原
則
に
整
理
さ
れ
る
と
い

う(
68
)

︒
開
封
の
そ
れ
は
︑﹁
中
央
宮
闕
﹂
の
點
な
ど
で
︑
隋
	
の
兩
都
よ
り
も
こ
の
原
則
に
�
い
と
い
え
る
︒
た
と
え
ば
︑
後
周
太
祖
末
年
︑
開

封
に
太
V
神
=
を
持
っ
て
く
る
と
き
の
太
常
禮
院
の
上
言
に
は
︑﹁
禮
﹂
(﹃
周
禮
﹄
)
に
よ
っ
て
﹁
左
宗
V
︑
右
社
稷
︑
在
國
城
內(69

)
﹂
と
あ
る
の

で
︑﹁
考
工
記
﹂
が
�
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が


ら
か
で
あ
る
︒
後
周
政
府
は
﹃
周
禮
﹄
に
よ
っ
て
開
封
を
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
し
︑
開
封

=

｢地

中
﹂
で
あ
る
こ
と
を
經
學
�
に
解
決
し
た
︒
後
周
が
周
を
國
號
と
す
る
國
家
で
あ
る
こ
と
に
我
々
は
改
め
て
�
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で

#
口
氏
の
北
宋
の
政
治
�
"
に
﹃
周
禮
﹄
が
深
く
影
�
し
て
い
る
と
い
う
=
張
が
本
論
の
論
旨
の
中
で
重
�
性
を
增
す
の
で
あ
る
︒

太
祖
か
ら
の
&
位
繼
承
を
正
當
"
す
る
た
め
に
︑
太
宗
は
自
身
の
皇
&
と
し
て
の
﹁
德
﹂
を
示
す
必
�
が
あ
っ
た
︒
な
に
し
ろ
︑﹁
德
に
在

り
︑
險
に
在
ら
ず(70

)
﹂
と
=
張
し
太
祖
に
�
都
を
止
め
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
︒
か
れ
が
對
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
現
實
に
は
契
丹

で
あ
る
が
︑
生
+
の
太
祖
や
自
分
が
パ
ー
ジ
し
た
德
芳
ら
太
祖
の
息
子
�
で
も
あ
っ
た
︒
自
分
が
彼
ら
よ
り
も
皇
&
と
し
て
德
が
高
い
こ
と
を

萬
民

(
都
人
)
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
︑
北
漢
の
¨
合
や
吳
越
の
ª
地
と
し
て
示
さ
れ
る
が
︑
契
丹
に
は
敗
北
し
燕
雲
十
六
州
の
囘

復
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
か
ら
太
宗
は
政
治
方
針
を
武
斷
=
義
か
ら
�
治
=
義
に
轉
じ
る
︒
そ
し
て
︑
皇
&
の
德
は
︑
開
封
の
都
城
空
閒
で

演
出
さ
れ
た
︒
太
宗
は
何
度
か
大
酺
と
い
う
行
事
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
舞
臺
と
な
っ
た
の
は
︑
大
內
の
正
門

(端
門
・
宣
德
門
)
ま
え
の
御

街
と
御
5
の
空
閒
で
あ
り
︑
そ
の
空
閒
は
︑
私
�
な
占
J
が
許
さ
れ
な
い
公
共
空
閒
と
し
て
機
能
し
て
い
た(71

)
︒
そ
こ
は
五
代
開
封
の
中
軸
線
に

円
て
ら
れ
て
い
た
官
衙
を
︑
太
宗
時
代
に
移
轉
さ
せ
て
擴
幅
し
た
空
閒
で
あ
っ
た
︒
太
宗
は
大
酺
や
上
元
觀
燈
な
ど
の
祝
祭
�
な
行
事
を
︑
宣

德
樓
か
ら
見
下
ろ
し
都
城
の
繁
榮
と
都
人
た
ち
の
幸
福
を
實
感
し
た
こ
と
が
︑
�
料
に
は
殘
さ
れ
て
い
る
︒
君
王
に
よ
る
﹁
與
衆
共
樂
﹂
あ
る

い
は
﹁
與
民
同
樂
﹂
と
い
う
政
治
�
な
演
出
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
政
治
シ
ョ
ー
は
︑
北
宋
末
の
開
封
を
描
い
た
﹃
東
京
夢
華
錄
﹄
に
も
詳
営
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さ
れ
て
い
る
︒
太
宗
か
ら
L
宗
に
い
た
る
ま
で
つ
づ
く
都
城
空
閒
の
あ
り
方
は
︑﹁
一
君
萬
民
思
想
﹂
の
可
視
"
だ
っ
た
の
で
あ
る(72

)
︒

な
お
︑
太
宗
は
︑
太
祖
と
の
�
都
を
め
ぐ
る
對
立
を
隱
N
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
歷
�
の
改
竄
を
行
っ
て
い
る
︒
一
つ
は
す
で
に
︑
拙
稿(73

)

で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
︑﹃
太
祖
太
宗
兩
�
正
�
﹄
で
は
︑
�
都
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
の
中
か
ら
︑
自
身
が
﹁
叩
頭
切
諫
﹂
し
﹁
在
德
不

在
險
﹂
と
强
い
口
®
で
諫
言
し
た
こ
と
は
¯
除
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
續
�
治
D
鑑
長
¡
﹄
卷
一
七
︑
開
寶
九
年
四
G
庚
子
に
﹁
合
祭
天
地

于
南
郊
﹂
と
あ
り
︑
洛
陽
に
行
幸
し
太
祖
が
南
郊
に
天
地
を
祀
っ
て
い
る
郊
祀
の
記
事
が
あ
る
︒﹃
長
¡
﹄
の
著
者
李
燾
は
こ
の
條
に
﹁
國
�

改
稱
雩
祀
︑
恐
失
其
實
︒
今
從
實
錄
正
言
之
﹂
と
�
し
て
い
る(74

)
︒
太
祖
は
天
地
を
洛
陽
の
南
郊
で
合
祭
し
た
が
︑
太
宗
は
國
�
¡
纂
に
當
た
り

そ
れ
を
雩あ

ま

祀ご
い

と
改
竄
し
て
後
世
に
傳
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
洛
陽
郊
祀
の
重
�
性
を
記
錄
上
減
�
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
見
て
取
れ
る
︒

﹃
長
¡
﹄
の
同
じ
條
に
︑﹁
初
︑
雨
彌
G

一
箇
G

不
止
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
時
)
に
雨
乞
い
を
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
李
燾
は
あ
え
て
雨
が
影
り
續

い
た
こ
と
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
太
宗
の
歷
�
改
竄
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
︒
李
燾
が
︑
太
祖
の
皇
子
德
芳
の
子
孫
で
あ
る
孝
宗
の
時
代
に

﹃
續
�
治
D
鑑
長
¡
﹄
を
執
筆
し
て
い
る
こ
と
に
�
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
彼
は
︑
同
じ
卷
に
お
い
て
︑
太
祖
被
弑
µ
說
を
¶
示
す
る
大

部
の
�
料
を
﹃
長
¡
﹄
の
原
�(75

)
に
附
錄
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
︒

太
宗
が
歷
�
記
錄
を
書
き
奄
え
た
の
は(76

)
︑
¥
人
君
=
が
歷
�
を
越
え
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
9
識
に
立
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒
そ
れ
は
︑
太
宗
が
︑
兄
太
祖
の
﹁
周
漢
﹂
に
な
ら
い
洛
陽
に
�
都
す
る
と
い
う
論
理
に
反
對
し
た
こ
と
と
も
關
聯
し
よ
う
︒
太
宗
の
︑

(後
	
の
莊
宗
の
よ
う
に
)
酒
色
・
狩
獵
に
お
ぼ
れ
ず
︑
夜
遲
く
に
な
る
ま
で
上
奏
に
目
を
D
し
て
政
務
に
精
勵
す
る
獨
裁
君
=
と
し
て
の
皇
&

宴(
77
)

は
︑
以
後
の
時
代
に
·
け
つ
が
れ
て
い
く
︒

太
祖
が
洛
陽
に
�
都
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
︑
中
國
都
城
�
上
︑
�
後
の
本
格
�
な
洛
陽
�
都
の
試
み
と
し
て
�
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

太
宗
の
�
都
反
對
は
︑
北
宋
の
政
治
�
"
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
重
�
な
�
義
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
北
宋
の
﹃
周
禮
﹄
�
な
﹁
一
君
萬
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民
﹂
の
齊
民
=
義
の
理
念
に
結
合
す
る
問
題
で
あ
る
︒
政
治
�
と
し
て
は
︑
太
祖
・
太
宗
の
對
立
︑
そ
し
て
皇
子
德
芳
の
排
除
と
い
っ
た
內
容

と
關
聯
し
て
お
り
︑
歷
�
�
事
實
の
隱
N
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
皇
子
德
芳
は
夭
折
す
る
が
︑
實
に
南
宋
に
な
っ
て
そ
の
子
孫

(孝
宗
)

が
臨
安
で
&
位
に
卽
く
︒
と
す
る
と
︑
臨
安
を
﹁
洛
邑
﹂
に
擬
制
し
て
首
都
性
を
確
保
し
た
と
い
う
山
本
永
一
郞
氏
の
議
論(78

)
が
�
目
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
︑
そ
の
ま
え
に
北
宋
時
代
の
洛
陽
に
つ
い
て
営
べ
て
お
き
た
い
︒

4
︑
北
宋
時
代
の
洛
陽
行
幸
に
つ
い
て

	
�
+
,
の
皇
&
は
︑
頻
繁
に
洛
陽
に
行
幸
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
物
�
補
給
に
難
の
あ
る
長
安
か
ら
の
就
食
行
で
あ
っ
た
︒
ま
た
武
則
天

は
洛
陽
を
神
都
と
改
稱
し
て
�
都
し
︑


堂
円
設
を
お
こ
な
っ
た
︒
た
だ
し
︑
	
�
後
,
の
皇
&
が
︑
洛
陽
に
行
幸
す
る
こ
と
は
ま
れ
に
な
っ

て
い
っ
た
︒
洛
陽
に
は
分
司
が
設
け
ら
れ
る(79

)
︒
そ
こ
に
は
政
爭
に
¹
わ
れ
る
長
安
か
ら
の
が
れ
た
官
僚
�
の
自
由
の
空
閒
が
あ
っ
た
︒
洛
陽
で

分
司
と
し
て
の
生
活(80

)
を
º
っ
た
白
居
易
は
﹁
狂
﹂
と
い
う
處
世
觀
を
語
る
︒
そ
れ
は
長
安
の
現
實
が
救
い
が
た
く
︑﹁
狂
﹂
で
あ
る
方
が
正
常

で
あ
る
と
い
う
9
識
か
ら
來
て
い
る(81

)
︒
後
梁
の
太
祖
初
年
や
末
&
)
を
除
き
︑
	
末
の
洛
陽
�
都
か
ら
後
晉
は
じ
め
ま
で
に
か
け
て
洛
陽
に
皇

&
と
官
僚
機
 
が
C
在
し
た
が
︑
天
福
三
年

(九
三
八
)
︑
開
封
に
政
治
�
な
中
心
が
移
動
し
て
し
ま
う
と
ふ
た
た
び
�
休
官
僚
の
隱
�
生
活

の
地
と
な
っ
た
︒
白
居
易
同
樣
︑
開
封
の
武
斷
政
治
か
ら
»
れ
た
高
士
が
居
を
か
ま
え
た
︒
特
に
楊
凝
式
は
﹁
狂
草
﹂
と
よ
ば
れ
る
獨
特
の
書

法
に
よ
っ
て
詩
作
を
洛
陽
中
の
壁
に
書
き
︑
時
代
へ
の
批
r
を
表
現
し
た(82

)
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
北
宋
で
も
︑
官
僚
の
隱
棲
す
る
空
閒
と

な
っ
た
︒
高
¼
官
僚
で
も
開
封
で
は
借
家
V
ま
い
の
も
の
が
多
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
皇
&
か
ら
屋
�
を
賜
る
こ
と
は
大
い
な
る
榮
譽
で

あ
っ
た(

83
)

︒
一
方
の
洛
陽
で
は
引
�
後
︑
甲
邸
を
½
入
す
る
士
大
夫
も
多
く
︑﹃
洛
陽
名
園
記(84

)
﹄
で
知
ら
れ
る
よ
う
な
園
林
都
市
と
な
っ
た(85

)
︒
怨

法
時
代
に
は
舊
法
¾
の
官
僚
が
集
V
し
︑
圖
式
�
に
は
開
封
の
怨
法
政
府
と
對
抗
關
係
が
あ
っ
た
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
司
馬
光
・
范
祖
禹

が
﹃
�
治
D
鑑
﹄
を
¡
み
︑
二
R
子
が
.
學
を
創
始
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
�
"
都
市
と
い
う
位
置
附
け
も
試
み
ら
れ
て
い
る(86

)
︒
本
稿
は
北
宋
に

お
け
る
洛
陽
の
首
都
性
の
減
�
に
關
す
る
考
察
で
あ
る
︒
宋
�
皇
&
が
西
京
洛
陽
に
行
幸
し
な
く
な
る
Q
R
に
¿
っ
て
論
じ
て
み
よ
う
︒
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+
違
で
の
べ
た
よ
う
に
太
祖
は
晚
年
洛
陽
に
行
幸
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
洛
陽
�
都
に
反
對
し
た
太
宗
は
そ
の
治
世
に
お
い
て
洛
陽
に
は
行

幸
し
て
い
な
い
︒
つ
づ
く
眞
宗
は
︑
景
德
四
年

(一
〇
〇
七
)
︑
汾
陰
の
祭
祀
を
行
っ
た
際
に
西
京
の
地
を
踏
ん
で
い
る(

87
)

︒
西
京
の
父
老
た
ち
か

ら
À
蹕

(
�
都
)
を
求
め
ら
れ
る
と
︑
�
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
殘
し
て
い
る
︒

周
公
は
大
¥
人
な
り
︒
円
都
す
る
に
形
£
に
據
り
︑
天
地
の
正
中
を
得
︒
故
に
數
千
載
廢
す
べ
か
ら
ず
︒
但
し
今

餽
�
に
艱か

た

き
の
み(88

)
︒

眞
宗
は
︑
洛
陽
は
周
公
の
円
都
に
か
か
る
︑﹁
天
地
の
正
中
﹂
に
C
在
し
て
い
る
永
�
の
都
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
表


し
て
い
る
︒
こ
こ

に
は
洛
陽
奠
都
の
理
念
が
再
び
頭
を
も
た
げ
て
い
る
こ
と
に
�
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
眞
宗
は
︑
天
書
を
は
じ
め
と
し
て
封
禪
や
汾
陰
祀
な
ど

の
漢
	
で
お
こ
な
わ
れ
た
古
代
�
な
儀
禮
の
權
威
に
も
と
づ
き
︑
澶
淵
の
Â
で
失
Ã
し
た
權
威
を
囘
復
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
そ
の
よ
う
な
政

治
�
"(

89
)

の
中
で
は
︑
潛
在
�
に
は
洛
陽
�
都
の
可
能
性
は
摸
索
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
時
點
で
�
都
を
眞
宗
が
言
い
出
す

こ
と
は
な
か
っ
た
︒
�
後
の
一
L
で
︑
そ
の
眞
宗
に
お
い
て
も
や
は
り
漕
�
問
題
が
都
城
決
定
の
重
�
な
�
素
と
し
て
�
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
r


す
る
︒
こ
れ
は
封
円
�
な
貢
ª
で
は
な
い
︑
中
央
集
權
�
な
上
供
に
よ
っ
て
財
政
�
な
結
び
つ
き
を
必
�
と
す
る
北
宋
の
國
家
體
制
に

開
封
都
城
體
制
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
封
円
�
で
は
な
い
﹁
一
君
萬
民
﹂
論
に
よ
る
君
=
獨
裁
體
制
の
成
立

で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
眞
宗
は
大
中
祥
符
四
年

(一
〇
一
一
)
再
び
洛
陽
に
行
幸
す
る(90

)
が
︑
そ
れ
以
影
︑
宋
�
皇
&
が
洛
陽
を
訪
れ
る
こ
と
は
な

く
な
る
の
で
あ
る
︒

景
祐
三
年

(一
〇
三
六
)
に
︑
仁
宗
に
提
出
さ
れ
た
范
仲
淹

(當
時
權
知
開
封
府
)
の
上
奏
に
は
︑
洛
陽
�
都
・
洛
陽
行
幸
に
つ
い
て
の
見
解

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
檢
討
し
て
み
よ
う
︒

⁝
孔
.
輔
︑
曾
て
西
洛
に
�
都
す
る
を
言
う
を
以
っ
て
︑
臣
未
だ
可
な
ら
ず
と
謂お

も

う
な
り
︒
國
家
太
�
︑
豈
に
�
都
の
議
J
る
べ
け
ん
や
︒

但
し
西
洛
は
&
王
の
宅
︑
關
河
の
固
を
Å
う
︒
邊
方

寧
や
す
ま

ら
ざ
れ
ば
︑
則
ち
�
守
す
べ
し
︒
然
る
に
彼
れ
空
虛
た
る
こ
と
已
に
久
し
く
︑

絕
え
て
 
積
な
し
︒
a
難
の
時
︑
將
に
何
を
以
て
か
備
え
ん
︒
宜
し
く
名
を
託
す
る
に
陵
に
�ま

み

ゆ
る
の
行
J
る
を
將
て
し
︑
漸
し
だ
い

に
廪
食
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を
營
む
べ
し
︒
⁝
陛
下
內
に
は
修
德
を
惟
い
︑
天
下
を
し
て
其
の
Q
を
聞
か
ざ
ら
し
む
︒
外
に
は
亦
た
險
を
設
け
︑
四
夷
を
し
て
敢
て
生

心
せ
し
め
ず
︒
此
れ
長
世
の
.
な
り(91

)
︒

ま
ず
范
仲
淹
は
︑
孔
.
輔
が
か
つ
て
営
べ
た
洛
陽
�
都
論
を
否
定
す
る
︒
孔
.
輔
の
上
奏
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
ず
︑
發
表
さ
れ
た
時
)

や
そ
の
背
景
な
ど
は
︑
よ
く
分
か
ら
な
い
が
︑
か
れ
は
范
仲
淹
よ
り
三
才
年
長
の
士
人
で
あ
り
︑
そ
れ
ほ
ど
︑
�
い
Q
去
で
は
な
い
と
お
も
わ

れ
る
︒
范
仲
淹
は
︑
�
都
は
否
定
す
る
も
の
の
︑
J
事
に
は
洛
陽
に
行
幸
し
て
︑
堅
固
な
地
形

(關
C
・
河
川
)
を
利
用
し
中
原
の
地
を
防
衞

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
れ
に
備
え
て
︑
洛
陽
に
糧
食
を
蓄
積
せ
よ
と
い
う
︒
皇
&
は
內
側
に
は
德
治
を
實
施
し
︑
外
向
き
に
は
︑
防
衞
據

點
を
整
備
す
る
こ
と
で
︑﹁
四
夷
﹂
が
衣
心
を
Ì
く
こ
と
を
防
止
で
き
る
と
い
う
︒
た
だ
し
范
仲
淹
の
プ
ラ
ン
は
宰
相
呂
夷
鯵
に
反
對
さ
れ
實

施
さ
れ
な
か
っ
た(92

)
︒

慶
曆
二
年

(一
〇
四
二
)
に
︑
契
丹
が
關
南
一
〇
縣
を
�
求
し
て
く
る
と
い
う
澶
淵
の
Â
以
來
の
危
機
が
生
じ
る
︒
北
宋
政
界
で
は
范
仲
淹

の
上
営
の
洛
陽
整
備
論
が
�
目
さ
れ
た
︒
や
は
り
呂
夷
鯵
は
反
對
す
る
︒
洛
陽
の
城
郭
を
整
備
す
る
こ
と
は
︑
契
丹
に
對
す
る
抑
止
力
に
は
な

ら
な
い
と
=
張
し
︑
北
京
大
名
府
を
円
都
し
河
朔
の
地
に
て
決
戰
す
る
決
�
を
契
丹
に
示
す
こ
と
に
決
定
す
る(93

)
︒

一
方
の
范
仲
淹

(當
時
︑
�
慶
路
・
涇
原
路
經
略
按
撫
M
)
も
こ
の
度
は
﹁
洛
陽
に
城き
ず

く
は
旣
に
2
ば
ず
﹂
と
し
﹁
Ñ
か
に
京
城
を
修
﹂
す
る

と
い
う
怨
し
い
=
張
を
お
こ
な
っ
た
︒
す
な
わ
ち
開
封
に
V
む
多
く
の
都
人
ら
を
防
衞
す
る
設
備

(
堅
固
な
城
壁
)
が
な
い
ま
ま
で
は
︑
呂
夷

鯵
の
=
張
の
よ
う
に
皇
&
が
河
北
に
親
征
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
批
r
で
あ
る
︒
そ
の
時
范
仲
淹
は
陝
西
路
で
對
西
夏
戰
爭
の
指
Ò
に

當
た
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
成
功
し
た
堅
壁
淸
野
と
い
う
防
衞
戰
Ó
を
都
城
防
衞
に
あ
て
は
め
た
�
見
具
申
な
の
で
あ
る(94

)
︒
都
人
防
衞
の
重
視
は

﹁
先
憂
後
樂
﹂
と
い
う
民
本
=
義
に
も
D
じ
る
も
の
で
あ
る
︒

と
に
か
く
も
︑
對
立
關
係
に
あ
っ
た
呂
夷
鯵
・
范
仲
淹
の
兩
者
は
︑
都
城
洛
陽
を
整
備
し
な
い
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
慶
曆

二
年
︑
北
京
大
名
府
の
円
都
は
發
令
さ
れ
た
が
︑
歲
Ô
の
增
額
に
よ
り
宋
遼
關
係
は
正
常
"
し
た
た
め
︑
實
質
�
な
北
京
の
都
城
整
備
は
行
わ

れ
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
開
封
へ
の
一
極
集
中
は
$
行
し
︑
范
仲
淹
が
=
張
し
た
都
人
を
防
衞
す
る
開
封
外
郭
城
の
整
備
は
神
宗
時
代
に
實
行
さ
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れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
外
城
修
築
は
城
門
に
�
城
を
¹
加
し
た
り
と
開
封
の
景
觀
を
一
變
し
た
よ
う
な
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
︒
怨
法
¾
は

﹃
周
禮
﹄
を
典
據
に
議
論
を
展
開
し
︑
舊
法
¾
の
反
對
論

(﹃
左
傳
﹄
を
典
據
)
を
封
じ
Õ
ん
で
い
る(95

)
︒
一
方
︑
眞
宗
以
影
︑
洛
陽
に
行
幸
す
る

皇
&
は
現
れ
ず
︑
城
郭
の
狀
況
な
ど
都
城
に
相
當
す
る
よ
う
な
狀
況
で
は
な
か
っ
た(96

)
︒
(南
京
應
天
府
な
ど
の
狀
況
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た(97
)

︒
)

と
こ
ろ
が
︑
L
宗
時
代
に
な
る
と
再
び
西
京
行
幸
が
企
劃
さ
れ
�
目
さ
れ
る(98

)
︒
政
和
元
年

(
一
一
一
一
)
か
ら
六
年

(一
一
一
六
)
に
か
け
て
︑

西
京
大
內
の
大
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
修
理
を
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
の
は
︑﹁
蔡
攸
の
妻
の
兄
︑
宋
昪
﹂
(﹃
宋
�
﹄
地
理
志
一
︑
二
一

〇
四
頁
)
で
あ
っ
た
︒
�
書
で
は
殊
}
に
蔡
京
一
族
の
事
業
で
あ
る
旨
が
强
®
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
洛
陽
の
人
々
も
︑
久
々
の
行
幸
を
)

待
し
て
い
た
︒
政
和
七
年

(一
一
一
七
)
︑
詞
人
朱
敦
儒
は
洛
陽
の
父
老
か
ら
依
賴
さ
れ
︑
洛
陽
行
幸
を
祈
願
す
る
詞
を
書
き
殘
し
て
い
る(99

)
︒

政
和
年
閒
は
︑
蔡
京
の
=
Ò
に
よ
っ
て
︑
泰
山
封
禪
が
計
劃
さ
れ
た
時
)
で
も
あ
る
︒
×
本
猛
氏
に
よ
れ
ば(

100
)

︑
政
和
六
年

(
一
一
一
六
)
︑
L

宗
の
決
斷
に
よ
り
︑
反
蔡
京
の
立
場
か
ら
こ
の
泰
山
封
禪
は
中
止
さ
れ
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
蔡
京
體
制
﹂
と
L
宗
が
訣
別
し
﹁
皇
&
親
政
﹂
確
立
に

向
か
う
︒
×
本
氏
は
言
2
し
て
い
な
い
が
︑
蔡
京
ら
は
泰
山
封
禪
の
後
に
ほ
ぼ
同
時
に
︑
西
京
行
幸
も
計
劃
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
行
幸
は

實
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
封
禪
と
同
樣
に
L
宗
の
=
�
に
よ
っ
て
中
止
さ
れ
た
と
す
れ
ば
整
合
�
で
あ
る
︒
殘
念
な
が
ら
L
宗
自
身
が
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
は


ら
か
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
西
京
大
內
の
工
事
は
開
封
の
V
堂
で
批
r
に
晒
さ
れ
て
い
た
︒﹁
古
跡
﹂
を
損

壞
し
た
り
︑
奢
侈
に
Q
ぎ
る
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
聲
が
開
封
に
屆
き
問
題
と
な
り
︑
詔
敕
に
よ
り
是
正
が
命
じ
ら
れ
て
い
る(

101
)

︒
L
宗

の
耳
に
も
屆
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
朱
£
非
の
記
錄
に
よ
る
と
︑
漆
Ö
工
事
に
用
い
る
骨
灰
が
不
足
し
價
格
が
高
Ú
し
た
た
め
︑
人
々
は
洛
陽

郊
外
の
古
墓
を
掘
り
�
し
て
得
た
人
骨
を
用
い
て
骨
灰
を
作
成
し
て
い
た
と
い
う(

102
)

︒

L
宗
時
代
+
,
︑


堂
の
円
設
︑
四
輔
の
設
置

(畿
內
制
度
)
︑
學
校
制
度
の
整
備
な
ど
が
儒
敎
の
古
典
に
則
っ
て
體
系
�
に
行
わ
れ
て
い
る
︒

こ
れ
は
L
宗
と
蔡
京
が
共
治
し
て
い
る
時
)
で
あ
っ
た
︒
そ
の
な
か
で
封
禪
や
洛
陽
行
幸
も
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
×
本
氏
の
指

摘
に
よ
る
と
︑
蔡
京
が
重
視
し
た
の
は
漢
	
の
雲
書
�
な
禮
制
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
L
宗
は
﹃
周
禮
﹄
に
基
づ
く
よ
う
な
三
代

(夏
殷
周
)
の
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禮
制
の
復
活
を
理
想
と
考
え
て
い
た
︒


堂
の
円
設
を
L
宗
が
神
宗
の
¢
志
と
し
て
=
Ò
し
た
の
は
そ
れ
に
當
た
る
︒
た
と
え
ば
︑
蔡
京
は
︑

秦
漢
時
代
の
傳
國
寶
を
重
視
す
る
も
の
の
︑
L
宗
は
實
際
に
M
用
し
な
い
と
い
う
Ü
い
に
對
比
が
見
ら
れ
る
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
な
禮
制
の
路

線
對
立
を
中
心
と
し
て
︑
兩
者
は
政
和
年
閒

(一
一
一
一
～
一
一
一
八
)
に
對
立
す
る
に
至
る
︑
と
×
本
氏
は
論
じ
る(

103
)

︒

我
々
は
︑
こ
こ
で
洛
陽
Þ
都
を
め
ぐ
る
太
祖
と
太
宗
の
議
論
の
パ
タ
ー
ン
が
︑
再
:
上
し
て
い
る
こ
と
に
氣
附
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
L
宗

は
紹
営
と
稱
し
て
︑﹃
周
禮
﹄
に
依
據
し
た
神
宗
の
政
治
を
模
範
と
し
て
い
た
︒﹃
周
禮
﹄
の
計
測
法
に
よ
っ
て
﹁
地
中
﹂
に
定
め
ら
れ
︑
元
豐

時
代
に
都
城
と
し
て
の
規
模
を
擴
大
し
た
開
封
を
離
れ
て
︑
洛
陽
に
行
幸
す
る
政
治
�
な
�
義
は
彼
自
身
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
L
宗
が
開
封
を
重
視
し
た
理
由
に
つ
い
て
以
下
の
諸
點
を
補
足
し
て
お
き
た
い
︒

L
宗
は
治
政
へ
の
天
譴
と
し
て
の
星
變
を
恐
れ
る
一
方
で
︑
プ
ラ
ス
\
價
と
し
て
祥
瑞
の
出
現
を
重
視
し
た
︒
そ
の
點
は
歷
代
北
宋
皇
&
の

な
か
で
は
眞
宗
に
似
て
い
る
︒
た
だ
し
眞
宗
が
開
封
以
外
の
地
域
へ
祥
瑞
を
求
め
て
行
幸
し
︑
泰
山
封
禪
や
汾
陰
祀
︑
洛
陽
行
幸
な
ど
を
繰
り

�
し
た
の
に
對
し
て
︑
開
封
の
城
內
に
お
い
て
祥
瑞
を
も
と
め
た
點
が
�
目
さ
れ
る(

104
)

︒
そ
の
例
は
か
な
り
の
量
に
上
る
の
で
あ
る
が
︑
代
表
�

な
も
の
と
し
て
︑
政
和
二
年

(一
一
一
二
)
︑
宣
德
門
の
上
に
鶴
が
飛
來
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
祥
瑞
を
自
ら
﹃
瑞
鶴
圖
﹄
(遼
寧
省
à
物
館

藏
)
と
し
て
記
錄
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
開
封
の
液
D
經
濟
の
繁
榮
を
﹃
淸


上
河
圖
﹄
(北
京
・
故
宮
à
物
院
藏
)
と
し
て
張
擇
端
に
描
か
せ

て
い
る
︒
こ
の
圖
卷
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
諸
說
あ
る
が
︑
板
倉
¥
哲
氏
に
よ
る
と
︑
L
宗
時
代
の
+
,

(崇
寧
,
ば
か
ら
大
觀
初
め
︑
一
一

〇
四

−

一
一
〇
八
年
頃
)
で
あ
る
と
い
う(

105
)

︒
こ
の
畫
卷
の
モ
チ
ー
フ
は
德
治
の
結
果
と
し
て
の
祥
瑞
で
あ
る(

106
)

︒
實
際
の
L
宗
)
の
開
封
で
は
︑
高

い
城
壁
や
�
城
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
門
が
竝
び
立
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
圖
卷
か
ら
は
�
�
深
く
取
り
拂
わ
れ
︑
そ
こ
に
は
萬
民
が
活
ä
し
å

費
生
活
を
謳
歌
し
て
い
る
︑
一
君
萬
民
�
な
理
想
社
會
の
景
觀
だ
け
に
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る(

107
)

︒
つ
ま
り
L
宗
に
と
っ
て
は

開
封
こ
そ
が
¥
都
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
L
宗
は
︑
政
和
年
閒
︑
林
靈
素
が
=
Ò
す
る
.
敎
神
霄
¾
に
强
く
傾
倒
し
て
ゆ
く
︒
そ
の
敎
義
の
中
で
は
︑
L
宗
は
上
&
の
長
子
︑

神
霄
玉
淸
王

(長
生
大
&
君
)
で
あ
り
︑﹁
夷
狄
﹂
の
宗
敎
で
あ
る
佛
敎
が
液
行
す
る
中
國
か
ら
そ
れ
を
除
く
た
め
に
影
下
し
た
天
神
と
さ
れ
た
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の
で
あ
る
︒
L
宗
は
︑
政
和
七
年

(一
一
一
七
)
︑﹁
敎
=
.
君
皇
&
﹂
と
し
て
册
立
さ
れ
る
に
至
る
︒
開
封
大
內
の
西
に
上
淸
寶
籙
宮
と
い
う

巨
大
.
觀
を
円
設
し
︑
大
內
と
渡
り
5
下

(景
龍
門
を
D
Q
す
る
)
で
聯
結
し
た(

108
)

︒
寶
籙
宮
の
北
�
に
艮
嶽
と
い
う
園
林
を
円
設
し
︑
江
南
か
ら

奇
石
・
名
木
を
�
び
︑
動
�
物
で
閏
實
さ
せ
る
︒
鳥
が
一
齊
に
飛
び
立
っ
た
り
︑
雲
が
沸
き
立
っ
た
り
と
い
う
演
出
も
用
�
さ
れ
て
い
た
と
い

う
︒
天
神
の
影
下
す
る
場
C
と
し
て
の
仕
掛
け
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
.
敎
の
¥
地
を
開
封
城
內
に
!
營
し
︑
そ
こ
の
=
人
公
と
し
て
皇
&
權
力

を
高
め
る
戰
略
を
と
っ
た
の
で
あ
る
︒

艮
嶽
が
作
ら
れ
始
め
る
の
は
政
和
五
年

(一
一
一
五
)
で
あ
る
︒
完
成
は
七
年
後
だ
っ
た(

109
)

︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
大
土
木
工
事
が
開
封
で

行
わ
れ
て
い
る
な
か
で
︑
蔡
京
ら
が
=
Ò
す
る
泰
山
封
禪
や
洛
陽
行
幸
な
ど
の
開
封
を
離
れ
る
行
幸
計
劃
は
︑
中
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
L
宗

と
蔡
京
は
林
靈
素
に
對
す
る
�
見
の
相
Ü
か
ら
對
立
し
︑
蔡
京
は
勢
力
を
失
っ
て
い
っ
た
︒
×
本
氏
が
営
べ
る
︑
L
宗
が
﹁
蔡
京
體
制
﹂
か
ら

訣
別
し
︑
親
政
體
制
を
確
立
さ
せ
た
政
治
�
な
プ
ロ
セ
ス
の
背
景
に
は
︑
開
封
に
お
け
る
祥
瑞
出
現
の
演
出
や
︑
.
敎
¥
地
の
!
成
な
ど
の
開

封
中
心
體
制
の
再
 
成
と
い
う
問
題
が
橫
た
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
上
︑
眞
宗
を
�
後
に
︑
洛
陽
行
幸
は
北
宋
で
は
行
わ
れ
な
く
な
り
︑
開
封
一
極
集
中
體
制
が
$
ん
だ
こ
と
を
営
べ
て
き
た
︒
�
後
に
︑
L

宗
時
代
の
洛
陽
�
都
論
を
一
例
紹
介
す
る
︒

宣
和
の
初
め

(宣
和
元
年
は
一
一
一
九
年
)
︑
王
俊


と
い
う
人
が
︑
開
封
の
王
氣
が
盡
き
た
と
し
︑﹁
洛
陽
へ
の
�
都
﹂
を
匭
函
を
D
じ
て
上

書
し
た
こ
と
が
﹃
夷
堅
志
﹄
に
見
え
る(

110
)

︒
王
俊


は
一
種
の
豫
言
者
で
あ
る
︒
か
れ
の
=
張
で
は
︑
ま
ず
︑
天
測
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
︑
開

封
に
當
た
る
分
野
に
一
星
も
照
ら
す
星
が
な
い
︒
さ
ら
に
宣
德
門
外
を
掘
¯
し
︑
六
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
下
の
土
を
嗅
い
で
み
る
と
︑
生
氣
が
�
く

な
い
︒
天
の
星
か
ら
見
放
さ
れ
︑
地
ê
が
斷
絕
し
た
か
ら
王
氣
が
盡
き
た
︒
だ
か
ら
�
都
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
一
應
�
議
に
上
っ
た

も
の
の
︑
一
笑
に
付
さ
れ
︑
本
格
�
な
議
論
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
靖
康
の
變
の
發
生
に
よ
り
�
目
さ
れ
︑
王
俊


は
�
見
を

求
め
ら
れ
た
と
い
う
︒
本
稿
の
論
旨
か
ら
は
︑

(洛
陽
)
�
都
論
が
︑
儒
敎
の
經
學
か
ら
の
論
理
で
は
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
が
�
目
さ
れ
よ
う
︒
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お

わ

り

に

︱
︱
南
宋
臨
安
に
お
け
る
開
封
と
洛
陽

本
稿
で
縷
々
営
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
兩
漢
�
代
)
に
お
け
る
儒
敎
國
家
成
立
以
影
︑
洛
陽
に
奠
都
す
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑

五
代
・
北
宋
を
D
じ
て
﹁
都
城
﹂
と
し
て
の
洛
陽
の
地
位
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
︒
こ
の
時
)
︑
漢
	
の
儒
學
は
︑
怨
儒
學
に
=
液
の
座
を
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
︒
�
玄
に
代
表
さ
れ
る
漢
	
儒
學
で
は
︑﹁
土
中
﹂
で
あ
る
洛
陽
に
奠
都
す
る
の
が
理
想
の
國
制
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
一
方
︑

五
代
を
D
じ
て
︑
政
治
・
軍
事
の
中
心
と
な
り
首
都
性
を
た
か
め
た
開
封
は
︑﹃
周
禮
﹄
大
司
徒
に
み
ら
れ
る
土
圭

(
ノ
ー
モ
ン
)
の
計
測
法
に

よ
り
﹁
地
中
﹂
と
さ
れ
︑
經
學
上
に
お
い
て
も
﹁
王
都
﹂
と
し
て
の
お
墨
附
き
を
得
る
︒

開
封
は
︑
北
宋
末
年
︑
女
眞
族

(金
)
に
よ
り
攻
略
さ
れ
︑
江
南
を
版
圖
と
す
る
南
宋
政
權
は
臨
安
を
事
實
上
の
都
城
と
す
る
こ
と
に
な
る
︒

南
宋
政
權
は
︑
臨
安
を
正
式
な
都
城
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
に
愼
重
で
あ
っ
た
︒
行
在
と
稱
さ
れ
た
よ
う
に
公
式
に
は
臨
時
の
À
蹕
地
で
あ
り
︑

あ
く
ま
で
も
觀
念
上
の
京
師
は
開
封
で
あ
っ
た
︒
南
宋
で
も
岳
臺
の
觀
測
數
値
を
用
い
て
︑
曆
を
作
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
不
正

確
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
︑
慶
元
五
年

(一
一
九
九
)
の
瓜
天
曆
で
は
臨
安
の
數
値
を
も
�
行
し
て
列
記
す
る
よ
う
に
な
る(

111
)

︒

臨
安
に
は
開
封
都
人
の
移
V
者
が
定
V
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
開
封
で
形
成
さ
れ
た
都
市
�
"
が
移
�
さ
れ
た
︒
孝
宗
・
寧
宗
の
時
代
に
な
る

と
︑
臨
安
を
京
師
と
見
な
す
�
學
表
現
が
し
き
り
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た(

112
)

︒
し
か
し
︑
後
周
開
封
の
よ
う
に
︑
城
外
に
廣
が
る
都
人

を
防
衞
す
る
た
め
の
外
城
壁
の
整
備
・
擴
大
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
︒
北
宋
開
封
で
は
�
城
が
外
城
門
に
附
設
さ
れ
︑
防
衞
が
强
"
さ
れ
た
が
︑

臨
安
の
城
門
は
そ
の
よ
う
な
施
設
で
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
問
題
は
︑
金
と
の
和
�
を
國
是
と
し
て
い
た
た
め
︑
あ
え
て
都
城
城
郭
の
整
備
を
し

な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

は
た
し
て
金
が
滅
び
る

(一
二
三
四
年
)
と
臨
安
の
位
置
づ
け
は
變
"
し
た
よ
う
だ
︒
�
年
山
本
永
一
郞
氏
は
南
宋
末
)
に
お
け
る
臨
安
の

首
都
性
の
定
立
に
つ
い
て
�
目
す
べ
き
論
�
を
公
刊
し
て
い
る
︒
鯵
單
に
紹
介
す
る
︒﹃
咸
淳
臨
安
志
﹄
が
︑
臨
安
で
﹃
尙
書
﹄
の
洛
邑
に
み

ら
れ
る
祭
祀
を
整
然
と
實
施
し
て
い
る
こ
と
を
强
®
し
て
い
る
こ
と
に
︑
山
本
氏
は
�
目
す
る(

113
)

︒
臨
安
を
洛
邑
に
擬
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
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の
だ
と
い
う
︒
こ
れ
に
よ
り
﹃
周
禮
﹄
の
﹁
地
中
﹂
と
し
て
の
開
封
の
首
都
性
を
否
定
し
︑
臨
安
へ
首
都
性
を
�
移
し
よ
う
と
し
た
と
営
べ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
王
安
石
は
﹃
周
禮
﹄
に
基
づ
き
怨
法
を
お
こ
な
っ
た
︒
王
安
石
に
對
す
る
批
r
は
︑﹃
周
禮
﹄
へ
の
懷
疑
と
も
な
っ
た
︒
南
宋

で
は
︑
部
分
�
な
批
r
か
ら
疑
經
と
す
る
ま
で
幅
廣
い
批
r
が
お
こ
っ
た(

114
)

︒﹃
周
禮
﹄
大
司
徒
の
項
の
記
営
に
つ
い
て
も
︑
南
宋
末
)
の
黃
震

が
﹃
周
禮
﹄
の
他
の
部
分
と
の
記
営
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
︑
周
公
の
著
作
と
し
て
の
權
威
を
疑
っ
て
い
る(

115
)

︒

後
周
・
北
宋
に
お
い
て
否
定
さ
れ
た
﹁
洛
邑
﹂
の
首
都
性
は
臨
安
で
﹁
擬

制

フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン

﹂
と
し
て
復
活
し
た
よ
う
だ
が
︑
現
實
の
洛
陽
が
都
城
と
な

る
わ
け
で
は
な
い
︒
あ
わ
せ
て
︑
開
封
も
都
城
�
か
ら
�
場
す
る
︒﹃
尙
書
﹄
の
﹁
土
中
﹂
や
﹃
周
禮
﹄
の
﹁
地
中
﹂
な
ど
經
書
の
王
都
思
想

に
も
と
づ
き
洛
陽
や
開
封
を
含
む
中
原
地
區
を
都
城
と
す
る
時
代

(東
西
軸
の
時
代
)
は
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
︒
生
產
の
中
心
江
南
か
政
治

�
な
據
點
北
京
を
都
城
と
と
し
て
E
擇
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
南
北
軸
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
︑
金
中
都
・
南
宋
臨
安
と
い
う
兩
都
城
の
竝
立

を
嚆
矢
と
す
る
の
だ
ろ
う
︒
元
�
は
金
中
都
に
�
接
し
て
大
都
を
円
設
す
る
︒
大
都
は
﹃
周
禮
﹄
考
工
記
を
現
實
"
し
た
も
の
だ
と
い
う
見
解

も
あ
る
が
︑
円
設
當
初
は
︑
太
V
や
社
稷
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
中
國
式
の
郊
祀
を
と
り
い
れ
た
の
も
か
な
り
後
で
あ
る(

116
)

︒
佛
敎
や
モ
ン
ゴ

ル
�
な
�
素

(祭
祀
や
都
市
 
!
)
も
重
視
さ
れ
て
い
る(

117
)

︒
元
・


で
は
北
京
の
觀
測
デ
ー
タ
を
曆
の
基
準
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
�

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る(

118
)

︒

本
稿
で
は
︑
北
宋
の
都
城
が
洛
陽
か
ら
離
れ
た
こ
と
を
︑
單
な
る
政
治
・
財
政
�
な
問
題
を
こ
え
た
王
權
論
や
政
治
思
想
の
變
革
と
關
聯
づ

け
て
考
え
て
み
た
︒
ô
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
︑
封
円

(古
典
中
國
)
か
ら
君
=
獨
裁

(
一
君
萬
民
)
へ
の
變
移
で
あ
る
︒
開
封
の
都
城
 
!
に

お
い
て
︑
坊
制
が
3
壞
し
︑
ま
た
舊
城
が
ほ
ぼ
無
�
味
な
も
の
と
な
り
︑
皇
&
と
都
人
が
�
接
す
る
一
君
萬
民
�
な
政
治
空
閒
と
し
て
整
理
さ

れ
て
い
っ
た
背
景
に
も
同
樣
な
も
の
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
︒
そ
れ
を
庶
民
�
"
の
繁
榮
と
¨
せ
て
︑
�
世
�
で
あ
る
と
稱
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
元
︑


︑
淸
で
は
︑
再
び
皇
&
と
庶
民

(
都
人
)
と
の
閒
に
は
空
閒
�
な
¦
た
り
が
生
じ
る
︒
居
V
空
閒
が
城
郭
プ
ラ

ン
に
よ
っ
て
數
重
に
分
割
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
遼
金
の
都
城
に
も
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
︑
多
民
族
國
家
と
も
い
え
る
王
�
の
政
治
�

"
を
反
映
し
た
都
城
空
閒
 
!(

119
)

と
考
え
ら
れ
る
︒
北
京
時
代
へ
の
+
�
と
し
て
︑
一
〇

−

一
三
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
都
城
�
を
考
え
る
地
�
が
こ
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こ
で
見
え
て
き
た
︒
南
北
の
都
城
�
の
潮
液
に
つ
い
て
の
理
解
を
︑
比
�
�
�
檢
討
に
よ
っ
て
 
!
�
に
深
め
て
ゆ
き
た
い
︒

�(1
)

〔妹
尾
二
〇
〇
一
︺
七
三
頁
な
ど
︒

(2
)

金
は
�
末
)
の
興
定
元
年

(一
二
一
七
)
に
中
京
金
昌
府
と
し
て

円
都
し
て
い
る

(﹃
金
�
﹄
卷
二
五
︑
地
理
志
中
︑
中
華
書
局
一
九

七
五
︑
五
九
三
頁
︑
河
南
府
の
項
)

(3
)

〔鹽
澤
二
〇
一
三
︺︹
佐
川
二
〇
一
六
︺︹
村
元
二
〇
一
六
︺
な
ど
︒

北
�
の
洛
陽
に
對
峙
し
た
南
�
の
円
康
に
つ
い
て
は
︹
戶
川
二
〇
一

五
︺︒

(4
)

〔渡
邊
二
〇
〇
三
︺
一
二
五
頁
で
は
︑﹁
古
典
�
國
制
﹂︑︹
渡
邉
二

〇
一
〇
︺︹
渡
邉
二
〇
一
五
︺
で
は
﹁
古
典
中
國
﹂
と
稱
し
て
い
る
︒

(5
)

〔渡
邊
二
〇
〇
三
︺
一
二
九
頁
の
﹁
後
漢
末
・
王
厭
)
國
制
改
革

一
覽
﹂
を
參
照
︒
ま
ず
ö
奉
に
よ
り
︑﹁
成
周
の
地
﹂
に
�
都
し
︑

郊
祀
・
宗
V
・
祭
祀
を
古
禮
に
照
應
さ
せ
る
事
が
提
案
さ
れ
る
︒
こ

れ
を
皮
切
り
に
︑﹁
一
覽
﹂
に
あ
る
よ
う
な
︑
國
制
改
革
が
�
々
と

實
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
︒

(6
)

〔佐
川
二
〇
一
六
︺
八
六
頁
に
は
︑
洛
陽
と
南
北
郊
祀
が
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
詳
論
さ
れ
て
い
る
︒

(7
)

〔小
島
二
〇
一
五
︺
三
七
三
頁
以
下
を
參
照
︒︹
渡
邉
二
〇
一
五
︺

一
四
〇
頁
で
は
︑﹁
古
典
中
國
﹂
と
い
う
規
範
か
ら
︑﹁
理
﹂
を
優
先

す
る
よ
う
に
�
世
の
儒
學
が
變
"
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
れ
は

都
城
論
の
展
開
に
お
い
て
も
參
照
す
べ
き
儒
敎
の
變
"
で
あ
る
︒

(8
)

〔
渡
邉
二
〇
一
五
︺
一
四
二

−

三
頁
︒

(9
)

〔久
保
田
二
〇
一
六
︺
な
ど
を
參
照
︒

(10
)

〔
怨
宮
二
〇
〇
五
︺
三
七
八

−

九
頁
︑

(11
)

『宋
�
﹄
卷
八
五
︑
地
理
志
一
︑
二
一
〇
四
頁
に
よ
る
と
宋
代
洛

陽
の
城
壁
に
つ
い
て
︑﹁
京
城
周
五
十
二
里
九
十
六
步
﹂
と
あ
り
原

�
に
﹁
隋
大
業
元
年
築
︒
	
長
壽
二
年
增
築
﹂
と
あ
る
た
め
︑
	
代

の
規
模
を
五
代
・
宋
も
繼
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
五
代
北
宋

に
お
け
る
洛
陽
京
城
壁
︑
修
築
工
事
に
つ
い
て
は
︹
張
祥
雲
二
〇
一

二
︺
四
〇
頁
以
下
を
參
照
︒

(12
)

『宋
會
�
輯
稿
﹄
方
域
一
之
一
︑
中
華
書
局
一
九
五
七
を
參
照
︒

	
五
代
の
開
封
城
は
︑
北
宋
で
は
舊
城
と
よ
ば
れ
る
城
郭
で
あ
る
︒

(13
)

『景
定
円
康
志
﹄
卷
二
〇
︑
今
城
郭
︑
大
"
書
局
一
九
七
八
︑
宋

元
地
方
志
叢
書
第
二
册
九
八
八
頁
を
參
照
︒

(14
)

本
稿
で
は
﹁
首
都
性
﹂
を
首
都
と
し
て
の
機
能
を
J
す
る
R
度
と

い
う
�
味
合
い
で
用
い
た
︒
五
代
複
都
制
の
展
開
を
分
析
す
る
に
當

た
り
︑
首
都
と
し
て
の
機
能
が
分
散
し
て
お
り
︑
そ
の
多
寡
を
問
題

と
す
る
必
�
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
首
都
と
の
關
係
性
に
つ
い
て

そ
の
都
市
の
﹁
首
都
性
﹂
と
い
う
槪
念
を
打
ち
出
し
た
共
同
硏
究
が
︑

都
市
�
硏
究
會
¡
﹃
首
都
性

(
年
報
都
市
�
硏
究

七
)
﹄
(山
川
出

版
社
一
九
九
九
年
)
で
あ
る
が
︑
そ
の
問
題
�
識
と
は
多
少
衣
な
る
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槪
念
設
定
で
あ
る
こ
と
を
お
斷
り
し
て
お
く
︒︹
怨
宮
二
〇
〇
五
︺

三
七
六
頁
も
參
照
︒

(15
)

〔山
崎
二
〇
一
〇
︺
三
二
一

−

三
頁
︒

(16
)

〔久
保
田
一
九
九
七
︺
八
一
頁
︒

(17
)

『
�
治
D
鑑
﹄
卷
二
八
一
︑
天
福
三
年
一
〇
G
戊
子
︑
中
華
書
局

一
九
五
六
︑
九
一
九
二
頁
：
太
常
奏
﹁
今
円
東
京
︒
而
宗
V
・
社
稷
︑

皆
在
西
京
︒
I
�
置
大
梁
︒﹂
敕
旨
﹁
且
仍
舊
︒﹂

(18
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
七
六
︑
晉
高
祖
紀
二
︑
天
福
二
年
七
G
壬
申
︑

一
〇
〇
五
頁
・
卷
八
一
︑
晉
少
&
紀
一
︑
天
福
三
年
九
G
甲
辰
の
�
︑

一
〇
七
二
頁
︒
卷
八
三
︑
晉
少
&
紀
三
︑
開
�
二
年
四
G
丙
子
︑
一

一
〇
四
頁
︒
卷
一
〇
一
︑
漢
隱
&
紀
上
︑
乾
祐
元
年
一
二
G
壬
午
︑

一
三
五
二
頁
な
ど
︒

・﹃
五
代
會
�
﹄
卷
一
︑
雜
錄
︑
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
七
八
年
︑

九
頁
に
は
︑﹁
晉
天
福
七
年
八
G
︑
中
書
門
下
奏
︑
山
陵
禮
儀
M
狀

﹁
高
祖
û
號
︑
諡
2
V
號
︑
伏
准
故
事
︑
將
ü
殯
宮
+
︑
擇
日
命
太

尉
ý
百
僚
奉
諡
册
︑
吿
天
於
圜
丘
畢
︑
奉
諡
册
詭マ

マ

讀
於
靈
+
︒﹂
此

纍
�
之
制
︑
蓋
以
天
命
û
極
︑
不
可
稽
留
︒
今
C
上
高
祖
¥
�
違
武



德
孝
皇
&
û
諡
寶
册
︑
伏
緣
去
洛
京
地
�
︑
寶
册
難
以
�
來
︑
當

司
詳
�
︑
伏
I
祗
差
官
�
洛
京
︑
祭
吿
南
郊
太
V
︒﹂
と
あ
り
︑
鄴

都
で
病
死
し
た
高
祖
の
û
諡
を
洛
陽
の
南
郊
・
太
V
に
報
吿
す
る
手

順
が
議
論
さ
れ
て
い
る
︒

(19
)

『
�
治
D
鑑
﹄
卷
二
八
三
︑
天
福
七
年

(九
四
二
)
三
G
丁
丑
︑

九
二
三
六
頁
︒

(20
)

〔小
島
一
九
八
九
︺︹
久
保
田
二
〇
〇
七
︺
四
三
頁
︒

(21
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
一
一
三
︑
周
太
祖
紀
四
︑
廣
順
三
年
一
二
G
丙

寅
・
乙
亥
︑
一
五
〇
〇
頁
︒
郊
祀
は
︑
s
年
一
G
朔
に
お
こ
な
わ
れ

卽
日
︑
顯
德
と
改
元
さ
れ
る
が
︑
太
祖
郭
威
は
數
日
後
に
死
去
し
︑

柴
榮
が
卽
位
す
る
︒

(22
)

〔
戶
川
二
〇
一
五
︺
第
二
違
︑
劉
宋
孝
武
&
の
禮
制
改
革
に
つ
い

て
︒

(23
)

『
舊
五
代
�
﹄
卷
一
二
八
︑
王
朴
傳
︑
一
六
八
一
頁
に
は
︑﹁
初
︐

世
宗
以
英
武
自
任
︑
喜
言
天
下
事
︑
常
延
廣



(八
八
〇

−

八
八

一
)
之
後
︑
中
土
日
蹙
︑
值
累
�
多
事
︑
尙
未
克
復
︒
慨
然
J
	
舉

天
下
之
志
︒
而
居
常
計
事
者
︑
多
不
諭
其
旨
︒
唯
朴
神
氣
勁
峻
︑
性

剛
決
J
斷
︑
凡
C
謀
畫
︑
動
愜
世
宗
之
�
︑
繇
是
a
於
登
用
︒﹂
と

あ
る
︒

(24
)

顯
德
二
年
夏
に
世
宗
が
�
學
の
士
二
十
餘
人
に
命
じ
て
策
論
を
出

さ
せ
た
が
︑
王
朴
は
そ
れ
に
應
じ
て
﹁
�
邊
策
﹂
を
書
い
て
\
價
さ

れ
︑
左
諫
議
大
夫
︑
知
開
封
府
事
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
一
二
八
︑
王
朴
傳
︑
一
六
七
九

−

八
一
頁
︒﹃
怨

五
代
�
﹄
卷
三
一
︑
王
朴
傳
三
四
一

−

三
頁
)︒
そ
の
策
は
︑
南
	

↓
南
漢
↓
後
蜀
と
¨
合
し
た
う
え
で
︑
契
丹
に
當
た
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒︹
吳
曉
豐
二
〇
一
四
︺
を
參
照
︒

(25
)

『
舊
五
代
�
﹄
卷
一
二
八
︑
王
朴
傳
︑
一
六
八
一
ー
二
頁
︒
こ
の

卷
に
は
︑
五
代
の
洛
陽
で
狂
草
を
壁
書
し
て
高
名
だ
っ
た
楊
凝
式
の

傳
記
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
楊
凝
式
は
五
代
洛
陽
に
お
い
て
活
ä
し

た
詩
人
・
書
家
で
あ
り
︑
	
代
と
宋
代
の
橋
渡
し
役
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
�
"
人
で
あ
る
︒
一
方
は
開
封
︑
一
方
は
洛
陽
を
代

表
す
る
五
代
の
知
識
人
を
竝
立
し
て
お
り
︑
列
傳
の
 
成
が
興
味
深

い
︒
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(26
)

『
怨
五
代
�
﹄
卷
三
一
︑
王
朴
傳
︑
中
華
書
局
一
九
七
四
︑
三
四

三
頁
：
世
宗
征
淮
︑
朴
留
京
師
︑
廣
怨
城
︑
D
.
路
︑
壯
洩
宏
闊
︒

今
京
師
之
制
︑
多
其
C
規
爲
︒

(27
)

『五
代
會
�
﹄
卷
二
六
︑
城
郭
︑
四
一
七
頁
︒

(28
)

『五
代
會
�
﹄
卷
二
六
︑
城
郭
︑
四
一
八
頁
︒

(29
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
一
二
八
︑
王
朴
傳
︑
一
六
八
一
頁
：
繇
是
a
於

登
用
︒
b
拜
左
散
騎
常
侍
閏
端


殿
學
士
︒
知
府
如
故
︒
是
時
初
廣

京
城
︑
朴
奉
命
經
度
︒
凡
D
衢
委
7
廣
袤
之
閒
︑
靡
不
由
其
心
匠
︒

(30
)

『
�
治
D
鑑
﹄
卷
二
九
三
︑
顯
德
四
年
二
G
甲
戌
︑
九
五
六
四
頁
︒

(31
)

『默
記
﹄
卷
上
︑
中
華
書
局
一
九
八
一
︑
八
頁
︒

(32
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
一
二
八
︑
王
朴
傳
︑
一
六
八
一
頁
︒

(33
)

『五
代
會
�
﹄
卷
二
六
︑
四
一
四
頁
：
輦
轂
之
下
︑
謂
之
浩
穰
︒

萬
國
駿
奔
︑
四
方
繁
會
︒
此
地
比
爲
藩
U
︑
�
円
京
都
︒
人
物
喧
闐
︑

閭
7
隘
陿
︑
雨
v
則
J
泥
濘
之
患
︒
風
旱
則
多
火
燭
之
憂
︒
每
w
炎

熱
相
蒸
︑
易
生
疾
沴
︒
�
者
開
廣
都
邑
︑
展
引
街
坊
︒
雖
然
暫
勞
︑

{
獲
大
利
︒
|
自
淮
上
︑
廽
2
京
師
︑
周
覽
康
衢
︑
}
思
D
濟
︒
千

門
萬
户
︑
靡
存
安
逸
之
心
︒
盛
暑
隆
冬
︑
倍
減
燠
�
之
苦
︒
其
京
城

內
街
.
闊
五
十
步
者
︑
許
兩
邊
人
户
︑
各
於
五
步
內
取
�
種
樹
掘
井
︑

修
蓋
凉
y
︒
其
三
十
步
已
下
至
二
十
五
步
者
︑
各
與
三
步
︒
其
�
J

差
︒

(34
)

『舊
五
代
�
﹄
卷
一
一
九
︑
周
世
宗
紀
六
︑
顯
德
六
年
三
G
庚
申
︑

一
五
八
〇
頁
︒
同
書
卷
一
二
八
︑
王
朴
傳
は
享
年
四
五
歲
と
す
る
が
︑

﹃
怨
五
代
�
﹄
本
傳
は
五
四
歲
と
す
る
︒﹃
舊
五
代
�
﹄
本
傳
で
は
︑

乾
祐
中

(九
四
八
～
九
五
〇
)
に
﹁
Z
$
士
﹂
と
あ
り
︑﹃
怨
五
代

�
﹄
本
傳
で
は
︑﹁
少
舉
$
士
﹂
と
あ
る
の
で
︑
四
五
歲
の
方
が
蓋

然
性
が
あ
ろ
う
︒

(35
)

『
默
記
﹄
卷
上
︑
八
頁
︒

(36
)

王
禹
偁
﹃
五
代
�
闕
�
﹄︑﹃
五
代
�
書
彙
¡
﹄
肆
¡
︑
杭
州
出
版

社
二
〇
〇
八
︑
二
四
五
九
頁
︑
王
朴
の
項
に
は
︑﹁
周
顯
德
中
︑
朴

與
魏
仁
浦
俱
爲
樞
密
M
︒
時
太
祖
皇
&
已
掌
禁
兵
︑
一
日
︑
J
殿
直

乘
馬
ô
衝
太
祖
.
從
︑
太
祖
自
詣
密
地
︑
訴
其
無
禮
︒
仁
浦
令
宣
L

院
勘
詰
︒
朴
謂
太
祖
曰
︑
太
尉

(時
太
祖
檢
校
太
尉
)
名
位
雖
高
︑

未
加
M
相
︒
殿
直
︑
廷
臣
也
︑
與
太
尉
比

事
=
︑
太
尉
况
帶
軍
職
︑

不
宜
如
此
︒
太
祖
唯
唯
︑
而
出
︒
﹂
と
あ
る
︒

(37
)

『默
記
﹄
卷
上
︑
八
頁
︒
﹁
王
禹
偁
記
﹂
と
し
て
引
用
さ
れ
る
一
L

に
よ
る
︒
お
そ
ら
く
﹃
円
隆
¢
事
﹄
の
闕
�
で
あ
る
︒

(38
)

『五
代
�
闕
�
﹄
二
四
六
〇
頁
︑
王
朴
の
項
に
は
︑
﹁
臣
謹
按
︑
朴

之
行
事
︑
傳
于
人
口
者
甚
衆
︒
而
�
氏
闕
書
︒
臣
聞
重
修
太
祖
實
錄
︑

已
于
李
榖
傳
中
見
朴
¢
事
︑
今
復
補
其
大
者
︒
况
太
祖
・
太
宗
在
位
︑

每
稱
朴
J
公
輔
之
器
︒
�
列
具
聞
︒﹂
と
あ
る
︒

(39
)

『
�
治
D
鑑
﹄
卷
二
九
四
︑
顯
德
六
年
正
G
︑
九
五
九
一
頁
に
よ

る
と
︑
世
宗
の
諮
問
に
應
じ
た
王
朴
が
︑
樂
律
の
®
和
と
天
下
の
治

に
つ
い
て
論
じ
︑
樂
律
を
正
し
て
い
る
︒

(40
)

亂
世
に
よ
っ
て
制
度
が
整
わ
な
か
っ
た
た
め
︑
後
梁
以
影
後
晉
ま

で
は
︑
	
代
に
作
ら
れ
た
宣


曆
と
崇
玄
曆
を
參
考
に
し
て
作
ら
れ

た
︒
後
晉
に
て
怨
曆
を
定
め
た
が
︑
數
年
で
ô
差
が
生
じ
て
し
ま
う
︒

﹃
舊
五
代
�
﹄
卷
一
四
〇
︑
曆
志
︑
一
八
六
二

−

三
頁
を
參
照
︒

(41
)

『
怨
五
代
�
﹄
卷
五
八
︑
司
天
考
︑
六
七
二
頁
：
古
者
︑
�
圭
於

陽
城
︒
以
其
�
洛
也
︒
蓋
尙
慊
其
中
︒
乃
在
洛
之
東
�
︒
開
元
十
二

年
︑
�
M
天
下
候
影
︒
南
�
林
邑
︑
北
�
橫
野
︑
中
得
浚
儀
之
岳
臺
︒
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應
南
北
弦
︑
居
地
之
中
︒
大
周
円
國
︑
定
都
於
汴
︒
樹
圭
置
�
︑
測

岳
臺
晷
漏
︑
以
爲
中
數
︒
晷
漏
正
︑
則
日
之
C
至
︑
氣
之
C
應
︑
得

之
矣
︒

(42
)

『
周
禮
�
駅
﹄
地
官
大
司
徒
︑﹃
十
三
經
�
駅

整
理
本
七
﹄
北
京

大
學
出
版
社
一
九
九
九
︑
二
九
八
頁
︒

(43
)

『
周
禮
�
駅
﹄
地
官
大
司
徒
︑
二
九
五
頁
～
二
九
八
頁
に
は
﹁
以

土
圭
之
法
︑
測
土
深
︑
正
日
景
︑
以
求
地
中
︒
⁝
日
至
之
景
︑
尺
J

五
寸
︑
謂
之
地
中
︑
天
地
之
C
合
也
︑
四
時
之
C
�
也
︑
風
雨
之
C

會
也
︑
陰
陽
之
C
和
也
︒
然
則
百
物
阜
安
︑
乃
円
王
國
焉
︑
制
其
畿
︑

方
千
里
而
封
樹
之
︒﹂
と
あ
る

(44
)

こ
の
論
點
は
︑︹
李
o
一
九
九
二
︺
に
よ
り
初
め
て
指
摘
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
︒︹
山
本
二
〇
一
五
︺
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
︑﹃
�
記
﹄

﹃
尙
書
﹄﹃
周
禮
﹄
に
お
け
る
﹁
天
下
の
中
心
﹂
に
つ
い
て
の
9
識
の

變
"
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
本
稿
は
兩
氏
の
論
考
に
は
言
2
さ
れ

て
い
な
い
︑
王
朴
の
開
封
円
設
と
の
關
係
︑
竝
び
に
﹁
地
中
﹂
と
見

な
さ
れ
た
岳
臺
の
開
封
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
︑
そ
の
重
�
性
を

勘
案
し
て
指
摘
す
る
︒︹
關
增
円

二
〇
〇
〇
︺
は
︑
天
�
學
�
上

に
お
け
る
﹁
地
中
﹂
槪
念
の
變
�
に
つ
い
て
論
じ
參
考
に
な
る
が
︑

﹁
土
中
﹂
と
﹁
地
中
﹂
の
兩
槪
念
を
區
別
し
て
論
じ
て
お
ら
ず
�
�

が
必
�
で
あ
る
︒

(45
)

『舊
	
書
﹄
卷
三
五
︑
天
�
志
上
︑
日
晷
︑
中
華
書
局
一
九
七
五
︑

一
三
〇
四
頁
に
は
﹁
浚
儀
古
臺
表
︑
夏
至
影
長
一
尺
五
寸
�
强
﹂
と

あ
る
︒
古
臺
は
岳
臺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

(46
)

『
D
典
﹄
卷
二
六
︑
職
官
︑
太
�
局
丞
︑
中
華
書
局
一
九
八
四

(十
D
本
影
印
)︑
一
五
七
頁
上
に
は
﹁
汴
州
浚
儀
太
嶽マ

マ

臺
⁝
夏
至
影

在
表
北
尺
五
寸
三
分
﹂
と
あ
り
︑﹃
怨
	
書
﹄
卷
三
一
︑
天
�
志
︑

中
晷
之
法
︑
中
華
書
局
一
九
七
五
︑
八
一
三
頁
に
は
︑﹁
浚
儀
岳
臺
︑

晷
尺
五
寸
三
分
﹂
と
あ
る
︒

(47
)

『宋
�
﹄
卷
二
〇
七
︑
藝
�
志
六
︑
五
二
七
一
頁
に
は
︑﹁
僧
一
行

﹃
開
元
大
衍
曆
議
﹄
十
三
卷
﹂
と
あ
る
︒
天
�
曆
法
に
關
心
が
深

か
っ
た
司
馬
光
は
そ
れ
を
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
現
在
は
︑
佚
し

て
い
る
︒

(48
)

『
�
治
D
鑑
﹄
卷
二
一
二
︑
開
元
一
二
年
四
G
壬
子
︑
六
七
五
九

頁
︑
原
�
の
﹁
考
衣
曰
﹂
以
下
を
參
照
︒

(49
)

〔李
o
一
九
九
二
︺

(50
)

『
宋
�
﹄
卷
七
四
︑
律
曆
志
七
︑
一
六
九
四
頁
：
岳
臺
日
晷
︒
岳

臺
者
︑
今
京
師
岳
臺
坊
︑
地
曰
浚
儀
︒
�
古
候
景
之
C
︒
尙
書
洛
誥

稱
東
土
是
也
︒

(51
)

『困
學
紀
聞
﹄
卷
九
︑
天
.
︑
臺
灣
商
務
印
書
館
一
九
七
八
︑
八

〇
二
頁
：
	
天
�
志
︑
測
景
在
浚
儀
岳
臺
︒
按
宋
�
.
﹃
東
京
記
﹄︑

宣
德
門
+
天
街
西
第
一
岳
臺
坊
︒
今
祥
符
縣
西
九
里
J
岳
臺
︒
圖
經

云
︑
昔
魏
=
遙
事
霍
山
神
︑
築
此
臺
︑
禱
於
其
上
︒
因
以
爲
名
︒

(52
)

『
汴
京
¢
蹟
志
﹄
卷
一
︑
官
署
︑
祥
符
縣
治
︑
中
華
書
局
一
九
九

九
︑
五
一
頁
︒

(53
)

〔渡
邊
二
〇
一
〇
︺
八
二
頁
に
よ
る
と
︑
﹃
白
虎
D
﹄
京
師
は
︑

﹁
王
者
の
京
師
は
必
ず
土
中
を
E
ぶ
﹂
と
稱
し
て
お
り
︑
そ
の
根
據

は

(今
�
)﹃
尙
書
﹄
の
召
誥
�
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
︒

(54
)

〔
山
本
二
〇
一
五
︺
二
六
頁
︒

(55
)

『
�
治
D
鑑
﹄
卷
二
一
二
︑
開
元
一
二
年
四
G
壬
子
︑
六
七
五
九

頁
の
胡
三
省
の
コ
メ
ン
ト
を
參
照
︒
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(56
)

『困
學
紀
聞
﹄
卷
四
﹁
司
馬
公
日
景
圖
云
︑
日
行
黃
.
︑
每
歲
J

差
︑
地
中
當
隨
而
轉
移
︒
故
周
在
洛
邑
︑
漢
在
潁
川
陽
城
︒
	
在
汴

州
浚
儀
︒﹂
朱
子
も
﹃
朱
子
語
類
﹄
に
お
い
て
今
の
﹁
地
中
﹂
は
︑

岳
臺
で
あ
る
が
︑
漢
代
は
陽
城
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
理

由
と
し
て
︑﹁
想
是
天
�
J
差
︑
地
隨
天
轉
而
差
︑
今
坐
於
此
︑
但

知
地
之
不
動
耳
︒
安
知
天
�
於
外
︑
而
地
不
隨
之
以
轉
耶
︒
天
�
之

差
︑
如
古
今
昏
旦
中
星
之
不
同
︑
是
也
︒﹂
(﹃
朱
子
語
類
﹄
卷
八
六
︑

中
華
書
局
一
九
八
六
︑
二
二
一
二
頁
)
と
い
う
︒

(57
)

太
祖
は
洛
陽
の
軍
營

(後
	
の
夾
馬
營
)
で
生
ま
れ
た

(﹃
宋
�
﹄

卷
一
︑
太
祖
紀
一
︑
後
	
天
成
二
年
︑
二
頁
)︒
そ
の
た
め
風
土
を

懷
か
し
み
︑
�
都
す
る
�
志
が
あ
っ
た
と
い
う

(李
燾
：﹃
續
�
治

D
鑑
長
¡
﹄
(以
下
﹃
長
¡
﹄
と
略
稱
す
る
)
卷
一
七
︑
開
寶
九
年

四
G
癸
卯
の
條
︑
中
華
書
局
一
九
九
五
︑
三
六
九
頁
)︒
一
方
︑
太

宗
は
開
封
の
軍
營

(後
晉
の
䕶
¥
營
)
で
天
福
四
年
に
生
ま
れ
て
お

り
︑
洛
陽
に
は
V
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
北
宋
時
代
︑
生
�
の
地

に
ü
¥
禪
院
が
円
て
ら
れ
神
御
が
奉
安
さ
れ
た
︒
開
封
大
內
の
西
�

の
地
で
あ
る
︒
(﹃
事
物
紀
原
﹄
卷
七
︑
應
天
寺
・
ü
¥
院
の
項
︑
中

華
書
局
一
九
八
九
︑
三
七
二
頁
)

(58
)

『宋
�
﹄
卷
二
六
一
︑
焦
繼
勳
傳
︑
九
〇
四
三
頁
︒

(59
)

『長
¡
﹄
卷
一
〇
︑
開
寶
二
年
九
G
丁
未
の
條
︑
二
三
一
頁
︒

(60
)

〔王
瑞
來

一
九
九
一
︺
九
〇
頁
に
よ
る
と
︑
太
祖
は
德
芳
を
後

繼
者
に
す
る
方
針
だ
っ
た
と
い
う
︒

(61
)

『邵
氏
聞
見
錄
﹄
卷
七
︑
中
華
書
局
一
九
八
三
︑
六
六
頁
︒

(62
)

『長
¡
﹄
卷
一
七
︑
開
寶
九
年
四
G
癸
卯
の
條
︑
三
六
九
頁
︒

(63
)

『宋
�
鑑
﹄
卷
三
一
︑
幸
西
京
詔

(盧
多
�
)︑
中
華
書
局
一
九
九

二
︑
四
七
一
頁
に
よ
る
と
︑
洛
陽
で
南
郊
を
實
施
す
る
目
�
は
︑
南

方
を
征
¤
し
天
下
を
ほ
ぼ
瓜
一
し
た
こ
と
を
天
に
報
吿
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
︒

(64
)

〔渡
邉
二
〇
一
〇
︺
八
二
頁
︒

(65
)

〔竺
沙
一
九
八
四
︺
一
四
八
頁

−

一
六
一
頁
︒

(66
)

〔#
口
一
九
八
七
︺
二
四
七

−

八
頁
︒
ま
た
︹
與
�
�
二
〇
一
三
︺

五
六
頁
に
は
︑
宋
�
以
影
の
﹁
中
國
�
民
=
=
義
﹂
の
理
念
と
し
て

﹁
一
君
萬
民
﹂
が
言
2
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
儒
敎
�
な
德
治
=
義

で
あ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑︹
與
�
�
二
〇
一
一
︺
三
三
頁
を
參
照
︒

(67
)

『
周
禮
�
駅
﹄
卷
四
一
︑
冬
官
考
工
記
下
︑
匠
人
營
國
の
條
︑
一

三
四
五
頁
︒

(68
)

〔村
田
一
九
八
一
︺
第
一
違

中
國
&
都
の
�
面
圖
形
︑
三
四
頁

を
參
照
︒

(69
)

『
舊
五
代
�
﹄
卷
一
四
二
︑
禮
志
上
︑
一
九
〇
四
頁
に
は
﹁
(
周
廣

順
)
三
年
九
G
︑
將
J
事
於
南
郊
︑
議
於
東
京
別
円
太
V
︒
時
太
常

禮
院
言
︑
准
洛
京
V
室
一
十
五
閒
︑
分
爲
四
室
︑
東
西
J
夾
室
︑
四

神
門
︑
每
方
屋
一
閒
︑
各
三
門
︑
戟
二
十
四
︑
別
J
齋
宮
神
廚
屋
宇
︒

准
禮
︑
左
宗
V
︑
右
社
稷
︑
在
國
城
內
︒
I
下
C
司
修
奉
︒
從
之
︒﹂

と
あ
る
︒
後
周
開
封
で
は
︑
宗
V
・
社
稷
が
﹃
周
禮
﹄
考
工
記
に
準

據
し
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
分
る
︒

(70
)

『
長
¡
﹄
卷
一
七
︑
開
寶
九
年
四
G
癸
卯
の
條
︑
三
六
九
頁
︒
な

お
︑
﹁
德
と
險
﹂
を
め
ぐ
る
宋
代
に
お
け
る
都
城
思
想
に
つ
い
て
︑

�
年
︹
山
本
二
〇
一
六
︺
が
發
表
さ
れ
た
︒
拙
稿
の
議
論
に
も
關
聯

す
る
︑
經
學
上
の
論
點
を
中
心
と
し
た
論
考
で
あ
り
︑
大
變
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
︒
が
︑
開
封
を
論
じ
な
が
ら
城
郭
 
!
や
都
城
空
閒
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に
言
2
し
な
い
こ
と
に
方
法
上
の
限
界
を
感
じ
た
︒
そ
れ
ら
が
﹁
德

と
險
﹂
を
物
理
�
に
宋
�
が
表
現
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

(71
)

〔久
保
田
二
〇
一
六
︺

(72
)

〔久
保
田
二
〇
一
六
︺
二
三
頁
を
參
照
︒
李
�
の
漢
陽

(ソ
ウ
ル
)

の
都
城
空
閒
に
つ
い
て
﹁
一
君
萬
民
論
﹂
と
結
び
つ
け
て
論
じ
た
の

が
︑
原
武
�
氏
で
あ
る

(︹
原
一
九
九
六
︺
第
一
違
)︒
原
氏
は
︑
ソ

ウ
ル
の
王
宮
と
民
閒
の
空
閒
の
閒
に
は
一
枚
の
牆
壁
し
か
な
い
こ
と

に
�
目
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
都
城
空
閒
 
!
は
︑
李
�
は
君
民
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
政
治
�
"
に
も
と
づ
く
と
い
う
︒

そ
れ
は
漢
陽
と
江
戶
と
の
 
!
比
�
に
2
ん
で


確
と
な
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
殘
念
な
が
ら
開
封
も
同
樣
な
 
!
に
な
っ
て
い
る
こ
と
へ

の
言
2
は
な
い
︒
�
鮮
王
國
は
宋
學
の
影
�
が
强
く
2
ん
だ
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
︒
都
城
の
空
閒
 
!
上
の
類
似
は
思
想
面
か
ら
理
解

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒

(73
)

〔久
保
田
一
九
九
七
︺
八
五
頁
︒

(74
)

『長
¡
﹄
卷
一
七
︑
開
寶
九
年
四
G
庚
子
︑
三
六
八
頁
︒

(75
)

『長
¡
﹄
卷
一
七
︑
開
寶
九
年
一
〇
G
壬
子
︑
三
七
八
頁
以
下
︒

(76
)

〔竺
沙
一
九
八
四
︺
第
Ⅲ
違
﹁
獨
裁
君
=
の
登
場
﹂
一
四
三
頁

﹁
實
錄
の
書
き
か
え
﹂・
一
四
五
頁
﹁
疑
惑
を
生
む
改
¯
﹂
の
各
項
を

參
照
︒

(77
)

〔竺
沙
一
九
八
四
︺
一
八
一

−

三
頁
︒

(78
)

〔山
本
二
〇
一
五
︺
五
一
頁
︒

(79
)

〔勾
利
軍

二
〇
〇
七
︺
を
參
照
︒

(80
)

〔埋
田
二
〇
〇
三
︺
は
白
居
易
の
洛
陽
で
の
生
活
空
閒
に
つ
い
て

發
掘
®
査
と
詩
の
檢
討
に
よ
っ
て


ら
か
に
し
て
い
る
︒

(81
)

〔
中
尾
二
〇
一
二
︺
一
二
四
頁
︒

(82
)

〔石
田
一
九
八
一
︺

(83
)

〔
梅
原
一
九
九
〇
︺

(84
)

李
格
非
：﹃
洛
陽
名
園
記
﹄

(不
分
卷
)﹃
叢
書
集
成
怨
¡
﹄
怨
�

豐
出
版
公
司
一
九
八
五
︑
四
八
册
六
〇
〇
～
二
頁
︒
ま
た
︑︹
田
村

一
九
四
九
︺
を
參
照
︒

(85
)

北
宋
初
)
よ
り
中
)
ま
で
の
洛
陽
へ
の
士
大
夫
の
定
V
に
つ
い
て

は
︑︹
木
田
一
九
七
九
︺
六
四
頁
以
下
を
參
照
︒
ま
た
︹
周
寶
珠
二

〇
〇
一
︺
は
︑
特
に
園
林
の
問
題
に
多
く
の
頁
を
割
い
て
い
る
︒

(86
)

〔木
田
一
九
七
九
︺︹
�
兆
光
二
〇
〇
〇
︺
を
參
照
︒

(87
)

『
長
¡
﹄
卷
六
五
︑
景
德
四
年
二
G
己
巳
︑
一
四
四
四
頁
以
下
︒

(88
)

『
長
¡
﹄
卷
六
五
︑
景
德
四
年
二
G
乙
酉
︑
一
四
四
六
頁
：
周
公

大
¥
人
︒
円
都
據
形
£
︑
得
天
地
正
中
︒
故
數
千
載
不
可
廢
︒
但
今

艱
於
餽
�
耳
︒

(89
)

〔
久
保
田
二
〇
一
〇
︺
を
參
照
︒

(90
)

『長
¡
﹄
卷
七
五
︑
大
中
祥
符
四
年
三
G
乙
亥
︑
一
七
一
四

−

六

頁

(91
)

『
長
¡
﹄
卷
一
一
八
︑
景
祐
三
年
五
G
戊
寅
︑
二
七
八
三
頁
：
五

G
戊
寅
朔
︑
范
仲
淹
言
︑
臣
�
親
奉
德
�
︒
以
孔
.
輔
曾
言
�
都
西

洛
︑
臣
謂
未
可
也
︒
國
家
太
�
︑
豈
可
J
�
都
之
議
︒
但
西
洛
&
王

之
宅
︑
Å
關
河
之
固
︒
邊
方
不
寧
︑
則
可
�
守
︒
然
彼
空
虛
已
久
︑

絕
無
 
積
︒
a
難
之
時
︑
將
何
以
備
︒
宜
託
名
將
J
�
陵
之
行
︑
漸

營
廪
食
︒
⁝
陛
下
內
惟
修
德
︑
M
天
下
不
聞
其
Q
︒
外
亦
設
險
︑
M

四
夷
不
敢
生
心
︒
此
長
世
之
.
也
︒

(92
)

『
長
¡
﹄
卷
一
一
八
︑
景
祐
三
年
五
G
丙
戌
︑
二
七
八
四
頁
︒

― 170―

720



(93
)

〔久
保
田
二
〇
一
〇
︺
四
五
頁
を
參
照
︒

(94
)

〔久
保
田
二
〇
一
〇
︺
四
二
頁
・
四
六
頁
を
參
照
︒

(95
)

〔久
保
田
二
〇
〇
七
︺
第
九
違

神
宗
の
外
城
修
築
を
め
ぐ
っ
て

(96
)

司
馬
光
﹃
溫
國
�
正
公
�
集
﹄
卷
四
七
︑
乞
罷
將
官
狀
︑
四
部
叢

刊
初
¡
︑
四
葉
下
に
よ
る
と
︑﹁
西
京
城
郭
周
數
十
里
︑
卑
�
頽
缺
︑

犬
豕
可
踰
︒
印
瀍
洛
二
水
�
貫
其
中
︒
每
夜
諸
門
扄
鐍
雖
嚴
︑
而
�

液
之
際
︑
人
皆
可
以
�
行
�
來
︒
其
屬
水
南
北
廵
檢
下
C
管
兵
士
︑

除
出
軍
外
︑
餘
數
不
多
︒﹂
と
あ
り
︑
城
郭
が
3
れ
か
か
っ
て
い
た

り
︑
治
安
狀
況
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
讀
み
取
れ
る
︒

(97
)

た
と
え
ば
︑
南
京
應
天
府
の
狀
況
に
つ
い
て
は
︑﹃
石
林
燕
語
﹄

卷
二
︑
中
華
書
局
一
九
八
四
年
︑
一
六
頁
に
詳
営
さ
れ
て
い
る
が
︑

大
內
の
円
設
は
門
以
外
は
行
わ
れ
ず
︑
內
部
は
﹁
榛
厭
﹂
(草
木
が

群
が
り
茂
る
)
と
い
う
狀
況
だ
っ
た
と
い
う
︒

(98
)

政
和
元
年
一
一
G
に
西
京
の
大
內
の
修
理
が
開
始
さ
れ
︑
六
年
九

G
に
完
工
し
た
︒
こ
れ
は
︑
鞏
縣
陵
墓
へ
の
參
拜
に
つ
づ
く
西
京
行

幸
が
計
劃
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
修
理
に
當
た
っ
た
の
は
︑
蔡
攸
の

義
兄
宋
昪

(京
西
都
轉
�
M
)
で
あ
り
︑
大
土
木
工
事
で
あ
っ
た
︒

﹃
宋
�
﹄
卷
八
五
︑
地
理
志
一
︑
二
一
〇
四
頁
な
ら
び
に
﹃
宋
�
﹄

卷
三
五
六
︑
宋
昪
傳
︑
一
一
二
〇
八
頁
︒﹃
歷
代
宅
京
記
﹄
卷
九
︑

中
華
書
局
一
九
八
四
︑
一
六
三
頁
︒

(99
)

朱
敦
儒
﹁
�
海
潮
﹂
(丁
酉
︑
西
內
成
︑
鄕
人
I
作
﹁
�
幸
曲
﹂
)︑

﹃
樵
歌
校
�
﹄
卷
上
︑
上
海
古
籍
出
版
社
二
〇
一
〇
︑
八
五

−

六
頁
︒

丁
酉
は
︑
政
和
七
年
の
こ
と
で
あ
る
︒

(
100
)

〔
×
本
二
〇
一
四
︺
第
三
違

政
和
封
禪
計
劃
の
中
止
︒

(
101
)

『宋
會
�
輯
稿
﹄
方
域
一
之
二
五
︑
中
華
書
局
一
九
五
七
︑﹁
西
京

雜
錄
﹂
に
よ
る
と
︑
政
和
三
年
と
四
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
︑
西
京

大
內
修
理
工
事
に
つ
い
て
�
つ
か
の
問
題
點
が
:
上
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
︒

(
102
)

『
宋
�
﹄
卷
八
五
︑
地
理
志
一
︑
西
京
︑
二
一
〇
四
頁
︒

(
103
)

〔
×
本
二
〇
一
四
︺
第
三
違
に
於
て
詳
営
さ
れ
て
い
る
︒

(
104
)

〔
久
保
田
二
〇
〇
七
︺
附
違

｢北
宋
の
皇
&
行
幸
に
つ
い
て
﹂
を

參
照
︒

(
105
)

〔
板
倉
二
〇
一
二
︺
二
一
八
頁
︒

(
106
)

〔久
保
田
二
〇
一
二
︺
を
參
照
︒

(
107
)

民
閒
で
描
か
れ
た


淸
の
﹃
淸


上
河
圖
﹄
は
︑
蘇
州
と
お
も
わ

れ
る
江
南
都
市
を
モ
デ
ル
と
し
︑
リ
ア
ル
に
存
在
し
て
い
る
�
城
で

守
ら
れ
た
門
や
磚
で
�
わ
れ
た
城
壁
が
描
き
Õ
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の

點
を
對
比
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
仇
英

(
款
)﹃
淸


上

河
圖
﹄

(大
倉
集
古
館
藏
)
お
よ
び
趙
浙
﹃
淸


上
河
圖
﹄

(林
原

美
Ó
館
藏
)
を
參
照
︒

(
108
)

〔久
保
田
二
〇
〇
七
︺
第
一
〇
違
﹁
L
宗
時
代
の
首
都
空
閒
の
再

¡

b
︑
神
霄
¾
の
開
封
$
出
と
上
淸
寶
籙
宮
﹂
(
二
八
五
頁
以
下
)

を
參
照
︒

(
109
)

〔
久
保
田
二
〇
〇
七
︺
第
一
〇
違
﹁
L
宗
時
代
の
首
都
空
閒
の
再

¡

c
︑
艮
嶽
の
!
營
﹂
(二
九
一
頁
以
下
)
を
參
照
︒

(
110
)

『夷
堅
乙
志
﹄
卷
一
四

中
華
書
局
二
〇
一
〇
︑
三
〇
一
頁
：
蜀

人
王
俊


︑
洞
知
未
來
之
數
︑
雖
瞽
兩
目
︑
而
能
說
天
星
災
祥
︒
宣

和
初
在
京
師
︑
謂
人
曰
︑
汴
都
王
氣
盡
矣
︒
君マ

マ

(吾
)
夜
以
盆
水
直

氐
�
下
�
之
︑
皆
無
一
星
照
臨
汴
分
野
者
︒
}
於
宣
德
門
外
密
掘
地

二
尺
︑
試
取
一
塊
土
嗅
之
︑
躁
枯
索
莫
︑
非
復
J
生
氣
︒
天
星
不
照
︑
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地
脉
印
絕
︑
而
爲
萬
乘
C
都
︑
可
乎
︒
卽
投
匭
上
書
︑
乞
移
都
洛
陽
︒

大
臣
�
言
其
狂
妄
︑
J
旨
�
出
府
界
︑
寓
于
�
許
閒
︒
靖
康
改
元
︑

頗
思
其
言
︑
命
C
在
津
�
︑
召
入
禁
中
詢
之
︑
 
理
+
說
⁝
︒

(
111
)

『宋
�
﹄
卷
八
四
︑
律
曆
志
十
七
︑
二
〇
四
七
頁
︒︹
李
o
一
九
九

二
︺
九
五
頁
を
參
照
︒

(
112
)

〔陳
瑜
二
〇
一
三
︺
に
よ
る
と
︑
高
宗
の
時
)
に
作
ら
れ
た
詞
の

句
中
︑
臨
安
は
﹁
行
在
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
た
が
︑
南
宋
中
)

(孝

宗
・
寧
宗
頃
)
に
は
︑﹁
京
﹂﹁
&
京
﹂
な
ど
と
稱
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
︒
そ
こ
に
は
︑
開
封
の
都
城
�
"
を
!
收
し
南
北
の
都
市

�
"
を
代
表
す
る
都
會
と
し
て
臨
安
が
發
展
し
て
い
た
こ
と
が
背
景

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

(
113
)

〔山
本
二
〇
一
五
︺
四
六

−

七
頁
︒

(
114
)

〔宇
野
一
九
四
九
︺
第
四
違
﹁
宋
元


に
於
け
る
論
爭
﹂︑
第
八
違

﹁﹃
周
禮
﹄
の
成
立
と
そ
の
後
世
に
2
ぼ
せ
る
影
�
﹂
三
二
一

−

三
頁

と
︹
吾
妻
二
〇
〇
九
︺
第
二
違
﹁
王
安
石
﹃
周
官
怨
義
﹄
の
考
察
﹂

を
參
照
︒

(
115
)

〔宇
野
一
九
四
九
︺
八
〇

−

一
頁
︑﹁
乙
︑
周
禮
內
の
矛
盾
﹂
(二
)

﹁
大
司
徒
の
職
掌
に
關
す
る
問
題
﹂
を
參
照
︒﹃
黃
氏
日
抄
﹄
卷
三
〇

の
按
�
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

(
116
)

〔小
島
一
九
八
九
︺
一
三
七
頁
に
よ
る
と
︑
至
元
一
二
年

(
一
二

七
五
)
に
圓
丘
が
築
か
れ
て
い
る
が
︑
親
祀
は
�
宗
の
至
順
元
年

(
一
三
三
〇
)
が
最
初
で
あ
る
︒

(
117
)

〔
怨
宮
二
〇
〇
五
︺
三
九
四
頁
︒
太
V
・
社
稷
の
円
設
に
つ
い
て

は
︹
陳
高
華
一
九
八
四
︺
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of the trade activity concentrated in the colony of Sogdians who had emigrated to

China, the conventional custom and activity as the Sogdian did not completely die

out.

THE DECLINE OF THE LUOYANG CAPITAL DURING

THE FIVE DYNASTIES AND NORTHERN SONG,

AS A TURNING POINT IN THE HISTORY OF

CHINESE CAPITAL CITIES

KUBOTA Kazuo

The states that succeeded one another on Chinaʼs Central Plain during the Five

Dynasties period maintained a system of multiple capital cities. The eastern capital

was Kaifeng 開封 and the western capital was Luoyang 洛陽. This system of

multiple capital cities was not just a formality ; the functions of the capitals were

distinct. The suburban sacrifices (jiaosi 郊祀) and other religious rites such as

those performed at the imperial ancestral temple (taimiao太s) and for the gods of

soil and grain (sheji 社稷) were performed at Luoyang, while Kaifeng was the

centre of administrative and military affairs. The relocation of a capital to Luoyang

had been regarded as an ideal since the Later Han.

According to the Shangshu 尙書, Luoyang was a royal capital that had been

founded by Dan 旦, Duke of Zhou, and it had been identified as the “centre of the

land” (tuzhong 土中). But during the Later Zhou the facilities for performing

religious rites were moved to Kaifeng, where the suburban sacrifices were then

performed. Kaifeng then came to be identified as the “centre of the earth”

(dizhong 地中) in accordance with the measuring methods described in the Zhouli

周禮. By using this data, it became possible to concentrate the functions of the

capital in Kaifeng.

Emperor Taizu 太祖 of the Northern Song drew up plans in his later years to

move the capital to Luoyang, but Zhao Kuangyi 趙匡義 (Emperor Taizong 太宗)

argued against this. Whereas Taizu wanted to revive Luoyang as a capital city on

the basis of pre-Tang ideals, his younger brother Zhao Kuangyi invoked the

suprahistorical principle of government by virtue to oppose this. Once he ascended

the throne, Zhao Kuangyi carried out construction work and repairs in Kaifeng, and

the capitalʼs prosperity was staged in a way that made visible the idea of sharing
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the rulerʼs enjoyment with the people (yumin tongle 與民同樂). Luoyang, as the

western capital, became the secondary capital, but it was the secondary capital only

in formal terms. Emperor Zhenzong 眞宗 made two imperial visits to Luoyang, but

none of his successors travelled there. In this fashion, the imperial palace at

Luoyang fell into ruin, but its urban spaces were favoured by retired officials as a

place to spend oneʼs retirement, and many gardens were created there. It also

became a place where a new culture of historical and Confucian studies was

produced.

During the reign of Emperor Huizong 徽宗 plans for an imperial visit were

made, and the palace in Luoyang was repaired. During this time plans for

performing sacrifices to heaven and earth (fengshan封禪) on Mount Tai 泰山 were

also progressing, and there were moves to reinstate ancient rites. It was the grand

councillor Cai Jing 蔡京 who was behind these endeavours. But Huizong himself

was not very keen on these plans, and this led to a confrontation between the two,

as a result of which Cai Jing retired for a time from public life. Huizong adopted the

position of virtuous rule based on the Zhouli that had been promoted by Taizong.

In this manner, Luoyang receded from its former place in the history of Chinaʼs

capital cities. In the Southern Song, Linʼan 臨安 became the capital. During the

first half of the Southern Song, Kaifeng was the ideal capital, with data about

Kaifeng, which had been identified as the “centre of the earth,” being used to draw

up the calendar and so on. But during the second half, the idea that Linʼan was the

capital grew stronger. The age when areas on the Central Plain, which included

Luoyang and Kaifeng, had been made capital cities on the basis of ideas about

capital cities found in Confucian canonical texts had come to an end, and there

began an age in which Jiangnan 江南, the centre of production, or Beijing 北京, the

political centre, would become the capital.
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