
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

「三都賦」本文にみる漢賦からの継承と発展

栗山, 雅央
九州大学大学院 : 博士後期課程

https://doi.org/10.15017/27309

出版情報：中国文学論集. 41, pp.1-15, 2012-12-25. 九州大学中国文学会
バージョン：
権利関係：



「
三
都
賦
」
本
文
に
み
る
漢
賦
か
ら
の
継
承
と
発
展

1

栗

山

雅

央

「
三
都
賦
」
本
文
に
み
る
漢
賦
か
ら
の
継
承
と
発
展

は
じ
め
に

西
晋
の
左
思
︵
二
五
三
？
︱
三
〇
七
？
︶
が
創
作
し
た
「
三
都
賦
」
は
︑
蜀
漢
・
孫
呉
・
曹
魏
の
都
城
を
中
心
と
し
て
各
領
域
の
風

俗
描
写
や
歴
史
叙
述
が
な
さ
れ
た
西
晋
時
代
を
代
表
す
る
辞
賦
作
品
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
文
選
﹄
に
三
巻
に
わ
た
っ
て
収
録
さ
れ
︑
こ
れ

は
﹃
文
選
﹄
内
で
も
最
も
長
編
の
作
品
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑「
三
都
賦
」
は
辞
賦
文
学
を
研
究
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ

る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
を
鑑
み
る
に
︑
必
ず
し
も
充
分
に
研
究
が
進
め
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒「
三
都
賦
」

本
文
に
認
め
ら
れ
る
最
大
の
特
徴
は
「
写
実
性
」
に
あ
る
︒
こ
れ
が
従
来
学
界
に
お
け
る
最
も
一
般
的
な
認
識
と
言
え
る（
１
）︒
か
か
る
特

徴
の
存
す
る
こ
と
は
筆
者
自
身
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
同
時
に
︑
果
た
し
て
こ
の
一
点
に
集
約
で
き
る
の
か
と
疑
問
に
感
じ
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
︒
従
来
の
考
察
は
︑
概
し
て
﹃
晋
書
﹄
左
思
本
伝
や
左
思
及
び
皇
甫
謐
に
よ
る
序
文
な
ど
に
基
づ
く
分
析
が
中
心
で
あ

り
︑
具
体
的
に
本
文
を
分
析
し
た
考
察
は
未
だ
充
分
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
更
に
は
︑
当
時
の
社
会
状
況
と
い
っ
た
「
三
都
賦
」

創
作
時
の
背
景
を
考
慮
に
入
れ
た
考
察
も
決
し
て
多
く
は
な
い（
２
）︒
そ
の
た
め
︑
創
作
背
景
を
考
慮
し
た
上
で
︑
他
の
辞
賦
作
品
と
の
比

較
を
通
し
た
「
三
都
賦
」
本
文
の
特
徴
を
再
度
検
討
す
る
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
無
意
味
な
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒

筆
者
は
こ
れ
ま
で
「
三
都
賦
」
を
研
究
対
象
と
し
︑
創
作
背
景
に
当
時
の
社
会
状
況
の
影
響
が
存
在
す
る
点
︑
具
体
的
に
は
西
晋
の

対
呉
政
策
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た（
３
）︒
ま
た
「
三
都
賦
」
創
作
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
た
「
蜀
都
賦
」「
呉
都
賦
」
の
劉
逵
注
及
び

「
魏
都
賦
」
の
張
載
注
に
着
目
し
︑
そ
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
た（
４
）︒
劉
逵
注
は
注
釈
中
に
地
方
志
な
ど
の
西
晋
王
朝
内
に
収
蔵
さ
れ
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た
当
時
最
新
の
文
献
を
利
用
す
る
こ
と
で
︑
作
品
内
に
描
か
れ
る
事
物
が
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
点
に
最
大
の
特
徴
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
張
載
注
は
後
漢
及
び
曹
魏
の
年
号
を
使
用
す
る
こ
と
で
︑
叙
述
内
容
が
歴
史
事
実
と
符
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
︑

曹
魏
王
朝
及
び
西
晋
王
朝
の
正
統
性
を
認
め
る
点
を
特
徴
と
す
る
︒
注
釈
が
施
さ
れ
た
当
時
︑
彼
ら
は
何
れ
も
中
書
省
の
官
僚
で
あ
り
︑

こ
の
事
実
は
左
思
や
作
品
を
評
価
し
た
張
華
︑
宮
中
の
蔵
書
を
管
理
し
た
荀
勗
ら
「
三
都
賦
」
に
関
係
す
る
文
人
に
も
該
当
す
る
︒
つ

ま
り
︑
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ
て
初
め
て
「
三
都
賦
」
の
成
立
が
可
能
に
な
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
更
に
は
︑

「
三
都
賦
」
と
幾
つ
か
の
共
通
点
を
見
出
せ
る
﹃
三
国
志
﹄
も
︑
陳
寿
が
左
思
ら
と
同
時
期
に
中
書
省
に
在
籍
し
た
際
に
創
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
左
思
や
陳
寿
の
創
作
活
動
に
は
中
書
省
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
︑
更
に
は
中
書
省
を
起
点
と
し
た
文
人

集
団
も
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
上
述
の
筆
者
の
考
察
に
よ
っ
て
「
三
都
賦
」
創
作
の
背
景
が
す
べ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
言
え
な

い
も
の
の
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
こ
れ
ら
の
創
作
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
改
め
て
「
三
都
賦
」
本
文
を
読
み
解
く
こ
と
で
︑
従
来
指
摘
さ

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
賦
本
文
の
特
徴
を
新
た
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

本
稿
で
は
︑「
三
都
賦
」︵
巻
四
・
五
・
六
︶
と
同
様
に
﹃
文
選
﹄
京
都
賦
に
収
録
さ
れ
る
後
漢
の
班
固
「
両
都
賦
」︵
巻
一
︶
及
び
張

衡
「
二
京
賦
」︵
巻
二
・
三
︶
を
主
な
比
較
対
象
と
し
︑
こ
れ
ら
先
行
都
城
賦
か
ら
「
三
都
賦
」
が
継
承
し
た
部
分
と
発
展
さ
せ
る
こ
と

で
変
化
を
遂
げ
た
部
分
と
を
確
認
す
る
︒
ま
た
︑
そ
の
際
に
は
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究
を
踏
ま
え
︑
左
思
が
「
三
都
賦
」
中
で
そ
の

よ
う
な
内
容
を
描
き
出
す
に
到
っ
た
原
因
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
察
を
行
う
︒

一
、
漢
賦
か
ら
の
継
承

「
三
都
賦
」
は
「
両
都
賦
」
及
び
「
二
京
賦
」
と
と
も
に
﹃
文
選
﹄
に
京
都
賦
と
し
て
収
め
ら
れ
る
辞
賦
作
品
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

各
作
品
間
に
は
継
承
関
係
が
認
め
ら
れ
る
︒﹃
後
漢
書
﹄
張
衡
伝
に
「
衡
乃
擬
班
固
兩
都
︑
作
二
京
︵︹
張
︺
衡
乃
ち
班
固
の
両
都
に
擬

し
て
︑
二
京
を
作
る
︶」
と
あ
る
よ
う
に
︑
張
衡
は
「
二
京
賦
」
創
作
の
際
に
班
固
の
「
両
都
賦
」
を
模
範
対
象
と
し
て
お
り
︑
左
思
自

身
が
記
し
た
「
三
都
賦
」
序
文
に
も
「
余
既
思
摹
二
京
而
賦
三
都
︵
余 

既
に
二
京
を
思
摹
し
て
三
都
を
賦
す
︶」
と
あ
り
︑「
三
都
賦
」

の
創
作
に
際
し
て
左
思
が
張
衡
の
「
二
京
賦
」
を
模
擬
の
対
象
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
こ
こ
か
ら
彼
ら
三
者
が
張
衡
を
媒
介
と
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し
て
同
一
の
作
品
系
統
に
属
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑
左
思
は
序
文
中
で
「
両
都
賦
」
に
も
言
及
し
て
お
り
︑
先
行
す

る
両
都
城
賦
を
目
に
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
彼
ら
の
作
品
の
比
較
分
析
を
通
し
て
︑「
三
都
賦
」
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
部
分
及
び

発
展
変
化
を
遂
げ
た
部
分
と
が
確
認
で
き
よ
う
︒

ま
ず
作
品
構
成
上
の
共
通
点
と
し
て
︑
各
作
品
が
総
じ
て
主
客
問
答
体
を
採
用
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
が

そ
れ
ぞ
れ
「
西
都
賓
・
東
都
主
人
」「
憑
虚
公
子
・
安
処
先
生
」
の
二
者
の
対
話
で
構
成
さ
れ
︑「
三
都
賦
」
が
「
西
蜀
公
子
・
東
呉
王

孫
・
魏
国
先
生
」
の
三
者
に
よ
る
対
話
で
成
立
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
作
品
内
に
描
か
れ
る
対
象
に
着
目
す
れ
ば
︑
以

下
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
︒
ま
ず
第
一
に
︑
作
品
内
で
各
王
朝
の
都
城
及
び
領
有
範
囲
も
し
く
は
描
写
範
囲
が
明
示
さ
れ
る
点
で
あ

り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
が
作
品
内
で
何
処
を
中
心
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
か
が
確
認
で
き
る
︒
第
二
に
︑
宮
殿
及
び
市
街
地
と
い
っ
た

都
城
内
部
の
描
写
が
存
在
す
る
点
が
指
摘
で
き
る
︒
第
三
に
︑
狩
猟
及
び
狩
猟
後
の
宴
会
の
情
景
が
描
か
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒「
両

都
賦
」「
二
京
賦
」
で
は
主
に
上
林
苑
で
の
天
子
遊
猟
の
さ
ま
が
描
き
出
さ
れ
︑「
蜀
都
賦
」「
呉
都
賦
」
で
は
各
地
方
の
風
土
に
基
づ
く

表
現
が
な
さ
れ
る
︒
但
し
︑
後
述
の
よ
う
に
「
魏
都
賦
」
で
は
曹
操
が
挙
兵
し
て
か
ら
三
国
が
統
一
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
へ
と
叙
述
が

差
し
替
え
ら
れ
て
お
り
︑
こ
こ
に
先
行
都
城
賦
と
「
三
都
賦
」
の
間
の
変
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑「
三
都
賦
」
は

先
行
都
城
賦
内
で
描
き
出
さ
れ
た
描
写
対
象
を
概
ね
踏
襲
し
た
上
で
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
︒

更
に
は
︑
そ
の
描
写
内
容
に
も
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
作
品
内
で
物
質
的
豊
か
さ
を
盛
ん
に
主
張
す
る
内
容

が
そ
う
で
あ
る
︒「
西
都
賦
」
や
「
西
京
賦
」
で
は
前
漢
の
都
長
安
一
帯
を
描
写
し
︑
前
漢
王
朝
の
宮
殿
や
庭
園
の
豪
奢
な
さ
ま
を
述
べ

る
が
︑
そ
の
際
に
物
質
的
豊
か
さ
を
描
き
出
す
こ
と
で
奢
侈
の
様
子
を
形
容
す
る
︒
ま
た
「
蜀
都
賦
」「
呉
都
賦
」
で
は
︑
左
思
が
西
晋

人
士
に
と
っ
て
未
開
地
の
風
俗
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
︑
各
地
に
存
在
す
る
動
植
物
の
描
写
に
よ
っ
て
盛
ん
に
物
質
的
側
面
が

強
調
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
︑
作
者
が
作
品
創
作
時
の
支
配
王
朝
を
称
讃
す
る
点
も
継
承
さ
れ
た
と
言
え
る
︒「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
で

は
︑
光
武
帝
及
び
明
帝
ら
後
漢
王
朝
最
初
期
の
皇
帝
の
治
世
を
描
き
出
す
こ
と
で
後
漢
王
朝
を
讃
美
す
る
︒
一
方
「
三
都
賦
」
で
は
︑

主
に
曹
魏
王
朝
が
称
讃
の
対
象
と
な
る
た
め
︑
西
晋
王
朝
は
直
接
に
は
称
讃
さ
れ
ず
︑
魏
晋
革
命
を
叙
述
し
西
晋
の
正
統
性
を
主
張
す

る
こ
と
で
︑
間
接
的
に
当
該
王
朝
の
称
讃
を
行
う
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
左
思
は
意
識
的
に
先
行
都
城
賦
の
描
写
内
容
を

継
承
し
た
と
推
察
さ
れ
る
︒「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
で
は
作
品
内
で
描
か
れ
る
王
朝
と
作
者
の
所
属
す
る
王
朝
が
何
れ
も
後
漢
で
あ
り
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一
致
す
る
の
に
対
し
て
︑「
三
都
賦
」
は
作
品
内
に
お
い
て
は
蜀
漢
・
孫
呉
・
曹
魏
の
各
王
朝
を
直
接
の
描
写
対
象
と
し
︑
左
思
自
身
は

西
晋
に
所
属
す
る
た
め
一
致
し
な
い
︒
も
し
︑
左
思
が
描
写
対
象
の
王
朝
の
み
の
称
讃
を
企
図
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑「
魏
都
賦
」
に
お
い

て
漢
魏
革
命
の
叙
述
の
み
に
留
め
魏
晋
革
命
を
描
き
出
す
必
要
は
な
い
︒
し
か
し
︑
魏
晋
革
命
ま
で
を
描
出
す
る
こ
と
か
ら
︑
作
者
が

活
動
し
た
王
朝
を
作
品
世
界
内
で
称
讃
す
る
と
い
う
︑
先
行
都
城
賦
が
有
し
た
特
徴
を
左
思
が
強
く
意
識
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
読
み

取
れ
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
点
か
ら
︑
左
思
が
「
三
都
賦
」
創
作
に
際
し
て
「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
か
ら
数
多
く
の
要
素
を
継
承
し
︑

先
行
都
城
賦
の
系
譜
に
連
な
る
作
品
を
創
作
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
︒

二
、
漢
賦
か
ら
の
発
展

（
１
）
作
品
内
に
お
け
る
描
写
範
囲
の
変
化

前
節
で
「
三
都
賦
」
の
先
行
都
城
賦
か
ら
の
継
承
点
に
つ
い
て
論
じ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
作
品
は
描
写
対
象
と
な
る
王
朝
が
異
な
る
た

め
︑
そ
の
描
写
に
差
違
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
描
き
出
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
先
行
都
城
賦
と
「
三
都
賦
」
で

は
変
化
が
確
認
で
き
る
︒
で
は
︑
実
際
に
各
作
品
内
に
描
き
出
さ
れ
る
領
域
に
つ
い
て
︑
具
体
的
地
名
が
挙
が
る
部
分
を
中
心
に
次
頁

の
表
一
に
示
し
て
み
た
い（
５
）︵
表
中
に
お
け
る
具
体
的
地
名
及
び
場
所
を
示
す
字
句
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
す
︶︒

ま
ず
︑「
両
都
賦
」
及
び
「
二
京
賦
」
に
挙
が
る
地
名
や
山
川
名
を
確
認
す
れ
ば
︑「
西
都
賦
」「
西
京
賦
」
の
何
れ
も
が
長
安
を
中
心

に
四
方
の
地
理
を
描
き
出
し
︑
東
に
位
置
す
る
函
谷
関
や
崤
山
は
現
在
の
河
南
省
の
西
に
あ
り
︑
西
に
拡
が
る
襃
谷
・
斜
谷
や
隴
山
は

秦
嶺
山
脈
に
属
し
︑
現
在
の
陝
西
省
の
西
に
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
陝
西
省
一
帯
が
描
写
範
囲
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
南
北
に
関

し
て
は
終
南
山
が
そ
び
え
渭
水
や
涇
水
が
流
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
︑
そ
の
領
域
は
現
在
の
陝
西
省
一
帯
を
大
き
く
越
え
る
も
の
で

は
な
い
︒
一
方
︑
洛
陽
を
中
心
に
描
き
出
し
た
「
東
都
賦
」
で
は
具
体
的
な
領
域
把
握
が
殆
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑「
東
京
賦
」
の
描
写

に
基
づ
け
ば
︑
洛
陽
は
「
洛
・
河
・
伊
・
瀍
」
の
各
河
川
に
囲
ま
れ
︑
そ
の
南
北
に
「
盟
津
・
太
谷
」
が
構
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
洛
陽

の
周
り
に
そ
び
え
る
「
伊
闕
・
轘
轅
・
大
室
・
熊
耳
・
底
柱
・
大
岯
」
の
各
山
岳
は
︑「
底
柱
」
が
山
西
省
に
位
置
す
る
他
は
総
て
河
南

省
に
属
し
て
お
り
︑
現
在
の
河
南
省
一
帯
が
描
写
範
囲
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
︒
つ
ま
り
︑
班
固
及
び
張
衡
は
作
品
内
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に
お
い
て
所
謂
中
原
一
帯
と
い
う
非
常
に
狭
小
な
領
域
を
描
写
範
囲
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

 
表
一「両都賦」

漢
之
西
都
︑
在
於
雍
州
︑
寔
曰
長
安
︒
左
據
函
谷
二
崤
之
阻
︑
表
以
太
華
終
南
之
山
︒
右
界
襃
斜
隴
首
之
險
︑
帶
以
洪
河
涇
渭
之
川
︒
︙
︙
其
隂
則

冠
以
九
嵕
︑
陪
以
甘
泉
︒ 

︵「
西
都
賦
」︶

遂
超
大
河
︑
跨
北
嶽
︑
立
號
高
邑
︑
建
都
河
洛
︒ 

︵「
東
都
賦
」︶

「二京賦」

漢
氏
初
都
︑
在
渭
之
涘
︒
秦
里
其
朔
︑
寔
爲
咸
陽
︒
左
有
崤
函
重
險
︑
桃
林
之
塞
︑
綴
以
二
華
︑
巨
靈
贔
屓
︑
高
掌
遠
蹠
︑
以
流
河
曲
︑
厥
跡
猶
存
︒

右
有
隴
坻
之
隘
︑
隔
閡
華
戎
︑
岐
梁
汧
雍
︑
陳
寳
鳴
鷄
在
焉
︒
於
前
則
終
南
太
一
︑
隆
崛
崔
崪
︑
隱
轔
鬱
律
︑
連
岡
乎
嶓
冡
︑
抱
杜
含
鄠
︑
欱
灃
吐

鎬
︒
︙
︙
於
後
則
高
陵
平
原
︑
據
渭
踞
涇
︒
︙
︙
其
遠
則
九
嵕
甘
泉
︑
涸
隂
沍
寒
︒ 

︵「
西
京
賦
」︶

緫
風
雨
之
所
交
︑
然
後
以
建
王
城
︒
審
曲
面
勢
︑
泝
洛
背
河
︑
左
伊
右
瀍
︑
西
阻
九
阿
︑
東
門
于
旋
︒
盟
津
達
其
後
︑
太
谷
通
其
前
︒
迴
行
通
乎
伊

闕
︑
邪
徑
捷
乎
轘
轅
︑
大
室
作
鎮
︑
掲
以
熊
耳
︒
底
柱
輟
流
︑
鐔
以
大
岯
︒ 

︵「
東
京
賦
」︶

「三都賦」

夫
蜀
都
者
︑
蓋
兆
基
於
上
世
︑
開
國
於
中
古
︒
廓
靈
關
以
爲
門
︑
包
玉
壘
而
爲
宇
︑
帶
二
江
之
雙
流
︑
抗
峨
眉
之
重
阻
︒
︙
︙
於
前
則
跨
躡
犍
牂
︑
枕

輢
交
趾
︑
經
途
所
亘
︑
五
千
餘
里
︒
︙
︙
龍
池
繕
瀑
濆
其
隈
︑
漏
江
伏
流
潰
其
阿
︒
︙
︙
於
後
則
却
背
華
容
︑
北
指
崑
崙
︑
縁
以
劒
閣
︑
阻
以
石
門
︒

︙
︙
於
東
則
左
緜
巴
中
︑
百
濮
所
充
︑
外
負
銅
梁
於
宕
渠
︑
内
函
要
害
於
膏
腴
︒
︙
︙
於
西
則
右
挾
岷
山
︑
涌
瀆
發
川
︒ 

︵「
蜀
都
賦
」︶

故
其
經
略
︑
上
當
星
紀
︑
拓
土
畫
疆
︑
卓
犖
兼
并
︑
包
括
于
越
︑
跨
躡
蠻
荊
︒
︙
︙
指
衡
岳
以
鎮
野
︑
目
龍
川
而
帶
垧
︒
︙
︙
出
乎
大
荒
之
中
︑
行

乎
東
極
之
外
︑
經
扶
桑
之
中
林
︑
包
湯
谷
之
滂
沛
︒ 

︵「
呉
都
賦
」︶

爾
其
疆
域
︑
則
旁
極
齊
秦
︑
結
湊
兾
道
︑
開
胷
殷
衛
︑
跨
躡
燕
趙
︒
︙
︙
恒
碣
碪
檀
於
青
霄
︑
河
汾
浩
涆
而
皓
溔
︒ 

︵「
魏
都
賦
」︶

一
方
「
三
都
賦
」
で
あ
る
が
︑「
蜀
都
賦
」
に
お
い
て
は
成
都
を
中
心
と
し
て
東
西
南
北
に
位
置
す
る
地
名
を
列
挙
す
る
こ
と
で
支
配

領
域
を
描
き
出
し
て
い
る
︒「
犍
牂
」
は
現
在
の
四
川
省
及
び
貴
州
省
一
帯
を
示
し
︑「
交
趾
」
は
越
南
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た

「
剣
閣
・
石
門
」
は
成
都
の
北
方
︑
現
在
の
陝
西
省
と
四
川
省
の
境
界
に
位
置
し
︑「
岷
山
」
は
成
都
の
西
北
に
あ
る
山
岳
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
現
在
の
四
川
省
や
貴
州
省
と
い
っ
た
中
国
西
南
部
に
越
南
を
含
む
︑
現
在
の
中
国
国
土
を
越
え
た
広
大
な
領
域
が
支
配
さ

れ
た
こ
と
が
判
る
︒
ま
た
「
呉
都
賦
」
で
は
「
星
紀
・
于
越
・
蛮
荊
」
が
挙
げ
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
呉
・
越
・
楚
を
示
し
︑
現
在
の
江
蘇

以
南
の
海
岸
沿
い
の
各
省
か
ら
内
陸
部
は
湖
北
・
湖
南
省
ま
で
が
孫
呉
の
支
配
領
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
更
に
は
「
大
荒

の
中
よ
り
出
で
︑
東
極
の
外
へ
行
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
孫
呉
の
東
方
に
広
が
る
大
海
原
も
が
そ
の
領
域
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
看
取
さ
れ
る
︒
最
後
に
「
魏
都
賦
」
は
「
斉
・
秦
・
殷
・
衛
・
燕
・
趙
」
と
古
代
の
国
名
を
挙
げ
る
こ
と
で
現
在
の
華
北
地
域
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一
帯
を
そ
の
領
域
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
先
行
都
城
賦
に
比
べ
て
「
三
都
賦
」
の
描
写
範
囲
が
格
段
に
拡
が
り
を
見

せ
て
い
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
︒
か
か
る
差
違
は
当
時
の
社
会
背
景
に
起
因
し
た
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
︒
す
な
わ
ち
︑
班
固

は
長
安
へ
の
遷
都
を
巡
る
議
論
が
盛
ん
で
あ
っ
た
事
実
に
触
発
さ
れ
︑
張
衡
は
当
時
の
王
侯
や
権
力
層
の
奢
侈
に
対
す
る
諷
諫
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
作
品
を
創
作
し
た（
６
）︒
左
思
も
ま
た
︑
西
晋
王
朝
の
孫
呉
平
定
に
関
す
る
議
論
や
西
晋
人
士
の
蜀
や
呉
に
対
す
る
興
味
関
心
の

高
ま
り
を
強
く
意
識
し
て
創
作
を
行
っ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
作
品
世
界
の
拡
大
に
伴
い
︑
作
品
内
の
事
物
描
写
に
も
増
加
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
︒
以
下
に
「
三
都
賦
」
内
の
事
物
描
写
の

う
ち
名
称
が
列
挙
さ
れ
る
部
分
を
表
二
と
し
て
示
す
︵
具
体
的
名
称
を
示
す
字
句
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
す
︒
以
下
同
じ
︶︒

 

表
二「蜀都賦」

①
其
間
有
虎
珀
丹
青
︑
江
珠
瑕
英
︑
金
沙
銀
礫
︒
②
其
樹
則
有
木
蘭
梫
桂
︑
杞
櫹
椅
桐
︑
椶
枒
楔
樅
︒
③
其
中
則
有
巴
菽
巴
戟
︑
靈
壽
桃
枝
︒
④
其

中
則
有
青
珠
黄
環
︑
碧
砮
芒
消
︒
⑤
其
園
則
有
林
檎
枇
杷
︑
橙
柹
梬
楟
︒
⑥
其
園
則
有
蒟
蒻
茱
茰
︑
瓜
疇
芋
區
︒
⑦
其
沃
瀛
則
有
攅
蔣
叢
蒲
︑
緑
菱

紅
蓮
︒
⑧
其
中
則
有
鴻
儔
鵠
侶
︑
䳲
鷺
鵜
鶘
︒
⑨
其
深
則
有
白
黿
命
鼈
︑
玄
獺
上
祭
︒
鱣
鮪
鱒
魴
︑
鮷
鱧
魦
鱨
︒

「呉都賦」

⑩
於
是
乎
長
鯨
呑
航
︑
修
鯢
吐
浪
︒
躍
龍
騰
蛇
︑
鮫
鯔
琵
琶
︑
王
鮪
鯸
鮐
︑
鮣
龜
鱕

︑
烏
賊
擁
劒
︑
嗷

鯖
鰐
︑
涵
泳
乎
其
中
︒
⑪
鳥
則
鵾
鷄
鸀

鳿
︑
鸘
鵠
鷺
鴻
︑
鶢
鶋
避
風
︑
候
鴈
造
江
︒
鸂
䳵
鷛
矧
︑
鶄
鶴
撰
鶬
︑
鸛
鷗
鷁
鸕
︑
氾
濫
乎
其
上
︒
⑫
草
則
藿
蒳
豆
蔲
︑
薑
彙
非
一
︒
江
離
之
屬
︑
海

苔
之
類
︒
綸
組
紫
絳
︑
食
葛
香
茅
︑
石
帆
水
松
︑
東
風
扶
留
︒
⑬
木
則
楓
柙
櫲
樟
︑
栟
櫚
枸
桹
︑
緜
杬
杶
櫨
︒
文
欀
楨
橿
︑
平
仲
桾
櫏
︑
松
梓
古
度
︑

楠
榴
之
木
︑
相
思
之
樹
︒
⑭
其
下
則
有
梟
羊
麡
狼
︑
猰

拱
象
︑
烏
菟
之
族
︑
犀
兕
之
黨
︒
⑮
其
竹
則
篔
簹
箖
箊
︑
桂
箭
射
筒
︑
柚
梧
有
篁
︑
篻
簩

有
叢
︒
⑯
其
果
則
丹
橘
餘
甘
︑
茘
枝
之
林
︑
檳
榔
無
柯
︑
椰
葉
無
隂
︒
龍
眼
橄
欖
︑
棎
榴
禦
霜
︒
⑰
其
琛
賂
則
琨
瑶
之
阜
︑
銅
鍇
之
垠
︑
火
齊
之
寶
︑

駭
鷄
之
珍
︒
頳
丹
明
璣
︑
金
華
銀
樸
︑
紫
貝
流
黄
︑
縹
碧
素
玉
︒

「魏都賦」

⑱
易
陽
壯
容
︑
衛
之
稚
質
︑
邯
鄲
躧
歩
︑
趙
之
鳴
瑟
︑
真
定
之
棃
︑
胡
安
之
栗
︑
醇
酎
中
山
︑
流
湎
千
日
︑
淇
洹
之
筍
︑
信
都
之
棗
︑
雍
丘
之
粱
︑
清

流
之
稻
︒
錦
繡
襄
邑
︑
羅
綺
朝
歌
︑
緜
纊
房
子
︑
縑
緫
清
河
︒

「
蜀
都
賦
」
で
は
①
④
の
よ
う
な
鉱
物
資
源
や
②
③
⑤
⑥
⑦
の
よ
う
な
果
樹
や
栽
培
作
物
及
び
樹
木
が
列
挙
さ
れ
︑
更
に
は
⑧
の
鳥
類

や
⑨
の
爬
虫
類
や
魚
類
と
い
っ
た
動
物
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
︑
蜀
の
豊
富
な
自
然
環
境
を
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑

「
呉
都
賦
」
で
は
「
蜀
都
賦
」
の
自
然
描
写
を
凌
駕
す
る
描
写
を
行
う
こ
と
で
そ
の
物
質
的
豊
か
さ
を
強
調
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
「
三
都

賦
」
創
作
時
に
は
未
だ
孫
呉
は
西
晋
の
領
土
で
は
な
く
︑
西
晋
人
士
の
孫
呉
に
対
す
る
興
味
関
心
が
蜀
に
比
べ
て
強
か
っ
た
た
め
で
あ
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る
︒
例
え
ば
⑩
に
挙
げ
る
魚
介
類
の
描
写
は
か
か
る
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
︒「
呉
都
賦
」
は
「
三
都
賦
」
内
で
唯
一
西
晋
人
士

に
と
っ
て
身
近
で
な
い
海
洋
を
描
写
範
囲
に
含
め
た
作
品
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
⑩
の
よ
う
な
豊
富
な
魚
介
類
が
列
挙
さ
れ
る
の
で
あ

る
︒
他
に
も
⑪
の
鳥
類
は
⑧
よ
り
も
数
多
く
の
種
類
が
示
さ
れ
︑
⑬
の
樹
木
も
②
よ
り
も
豊
富
に
描
か
れ
る
︒
ま
た
同
じ
樹
木
で
も
︑

呉
の
特
産
は
⑮
の
竹
類
の
よ
う
に
細
分
化
さ
れ
て
列
挙
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
北
方
で
は
実
見
で
き
な
い
事
物
に
西
晋
人
士
が
強
く
惹
か
れ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
孫
呉
併
合
を
間
近
に
し
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
や
︑
劉
逵
が
注
釈
中
に
数
多
く
の
地
方
志
を
引
用
し
て
い
る
こ

と
か
ら
容
易
に
推
測
で
き
る
︒
一
方
︑「
魏
都
賦
」
は
⑱
に
示
す
一
例
の
み
で
あ
る
︒「
魏
都
賦
」
に
お
け
る
事
物
列
挙
が
こ
れ
ほ
ど
に

簡
潔
な
の
は
︑「
蜀
都
賦
」「
呉
都
賦
」
と
は
異
な
り
曹
魏
及
び
西
晋
王
朝
の
称
讃
が
重
視
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

翻
っ
て
「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
で
は
︑「
蜀
都
賦
」「
呉
都
賦
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
事
物
の
列
挙
部
分
は
非
常
に
少
な
い
︒
表
三
か

ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
西
都
賦
」
に
二
例
︑「
西
京
賦
」
に
四
例
が
見
出
せ
る
の
み
で
あ
り
︑「
東
都
賦
」「
東
京
賦
」
で
は
一
例
も
確
認

で
き
な
い
︒「
西
都
賦
」
で
は
︑
ま
ず
長
安
西
部
の
林
苑
に
生
息
す
る
動
物
が
列
挙
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
「︵
地
名
︶
之
︵
動
物
名
︶」

と
記
さ
れ
︑
何
れ
も
遠
国
か
ら
の
献
上
品
で
あ
り
長
安
に
元
来
生
息
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る（
７
）︒
ま
た
昆
明
池
に
棲
む
鳥

類
の
列
挙
に
つ
い
て
も
傍
線
部
に
「
朝
に
河
海
を
発
し
︑
夕
べ
に
江
漢
に
宿
る
︒
沈
浮
往
来
︑
雲
の
ご
と
く
集
ひ
霧
の
ご
と
く
散
ず
」

と
あ
り
︑
常
に
は
昆
明
池
に
生
息
し
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る（
８
）︒
所
掲
の
例
の
他
に
も
動
植
物
の
描
写
は
存
在
す
る
が
︑
何
れ
も
抽
象

的
で
あ
り
具
体
的
名
称
は
挙
げ
ら
れ
な

い
︒
続
く
「
二
京
賦
」
で
あ
る
が
︑
一

見
す
る
と
「
三
都
賦
」
と
同
様
に
多
様

な
動
植
物
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は

上
林
苑
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
の

描
写
で
あ
り
︑「
三
都
賦
」
で
見
ら
れ
た

よ
う
な
作
品
世
界
の
拡
が
り
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
︒

 

表
三

「両都賦」

 •  

其
中
乃
有
九
眞
之
麟
︑
大
宛
之
馬
︑
黃
支
之
犀
︑
條
支
之
鳥
︒

 •  

玄
鶴
白
鷺
︑
黄
鵠
鵁
鸛
︑
鶬
鴰
鴇
鶂
︑
鳬
鷖
鴻
鴈
︒
朝
發
河
海
︑
夕
宿
江
漢
︒
沈
浮
往
來
︑
雲
集
霧
散
︒

「二京賦」

 •  

木
則
樅
栝
椶
柟
︑
梓
棫
楩
楓
︒

︻
薛
綜
注
︼
樅
︑
松
葉
柏
身
也
︒
栝
︑
柏
葉
松
身
︒
梓
︑
如
栗
而
小
︒
棫
︑
白
蕤
也
︒
楓
︑
香
木
也
︒

 •  

草
則
葴
莎
菅
蒯
︑
薇
蕨
荔
苀
︑
王
芻
莔
臺
︑
戎
葵
懷
羊
︒

 •  

其
中
則
有
黿
鼉
巨
鼈
︑
鱣
鯉
鱮
鮦
︑
鮪
鯢
鱨
鯋
︒
脩
額
短
項
︑
大
口
折
鼻
︑
詭
類
殊
種
︒

︻
薛
綜
注
︼
自
鱨
鯋
以
上
︑
皆
魚
名
也
︒
脩
額
至
折
鼻
︑
皆
魚
形
也
︒
詭
類
殊
種
︑
多
雜
物
也
︒
 •  

鳥
則
鷫
鷞
鴰
鴇
︑
鴐
鵞
鴻
鶤
︒
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更
に
は
︑
作
品
内
で
描
か
れ
る
事
物
と
場
所
の
関
係
が
現
実
世
界
と
対
応
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
先
行
都
城
賦
と
「
三

都
賦
」
で
は
違
い
が
存
在
す
る
︒
左
思
は
序
文
に
お
い
て
地
方
志
な
ど
の
文
献
に
依
拠
し
た
上
で
の
作
品
創
作
を
宣
言
し
た
が
︑
そ
の

際
に
先
行
す
る
辞
賦
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
現
実
世
界
と
の
乖
離
を
批
判
の
対
象
と
し
︑「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
も
そ
の
対
象
に
含
ま
れ

て
い
る
︒
事
実
︑
表
三
に
挙
げ
た
「
西
京
賦
」
の
薛
綜
注
か
ら
も
描
写
内
容
の
現
実
と
の
乖
離
が
窺
わ
れ
る
︒
例
え
ば
樹
木
に
関
し
て

は
「
樅
は
松
葉
柏
身
な
り
」
と
卑
近
な
例
に
置
き
換
え
て
説
明
し
︑
魚
介
類
に
関
し
て
は
「
鱨
鯋
自
り
以
上
は
皆
な
魚
の
名
な
り
」「
脩

額
よ
り
折
鼻
に
至
る
は
皆
な
魚
の
形
な
り
」
と
本
文
に
列
挙
さ
れ
る
字
句
が
魚
の
名
称
と
形
状
で
あ
る
こ
と
を
指
示
す
る
の
み
で
あ

る
︒
薛
綜
が
三
国
呉
の
碩
学
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば（
９
）︑
単
純
に
賦
本
文
に
対
す
る
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え

が
た
く
︑
賦
本
文
と
の
間
に
齟
齬
を
き
た
さ
な
い
よ
う
苦
慮
し
た
結
果
と
し
て
具
体
性
を
欠
い
た
注
釈
に
な
っ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ

ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
先
行
都
城
賦
と
「
三
都
賦
」
と
の
間
で
は
作
品
世
界
の
拡
大
と
い
う
大
き
な
変
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
︑
ま
た

「
三
都
賦
」
で
は
作
品
世
界
内
に
描
か
れ
る
事
物
も
よ
り
現
実
世
界
に
対
応
し
た
も
の
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
︒「
両
都
賦
」
や
「
二
京
賦
」

は
ど
ち
ら
が
帝
都
に
相
応
し
い
か
を
議
論
し
た
作
品
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
現
実
に
即
し
た
描
写
の
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
な
が
ら
︑「
三
都
賦
」
に
お
い
て
は
︑
西
晋
王
朝
の
対
呉
政
策
に
伴
う
︑
西
晋
人
士
の
南
方
に
対
す
る
知
的
関
心
の
高
揚
や
地
方
志

編
纂
の
盛
行
と
い
う
背
景
が
明
確
に
存
在
し
た
︒
か
か
る
「
三
都
賦
」
本
文
の
特
徴
は
︑
こ
の
よ
う
な
当
時
の
時
代
状
況
の
も
と
で
初

め
て
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒

（
２
）
宮
殿
に
関
す
る
描
写
の
変
化

宮
殿
は
都
城
を
描
写
す
る
際
の
重
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
り
︑
何
れ
の
都
城
賦
で
も
必
ず
描
写
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
異
な
る
都
城
を
描
き
出
し
て
い
る
た
め
︑
各
宮
殿
の
名
称
や
そ
の
具
体
的
描
写
に
は
差
違
が
確
認
で
き
る
︒
こ
れ

ら
の
差
違
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
各
宮
殿
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
の
描
写
方
法
で

あ
る
︒
結
論
か
ら
言
え
ば
︑「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
配
置
が
曖
昧
に
描
写
さ
れ
︑「
三
都
賦
」
で
は
一
見
し
て
明
確
に

把
握
で
き
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
ず
は
「
西
都
賦
」
よ
り
例
を
挙
げ
た
い
︒「
西
都
賦
」
で
は
未
央
宮
を
中
心
に
宮
殿
描
写
が
展



「
三
都
賦
」
本
文
に
み
る
漢
賦
か
ら
の
継
承
と
発
展

9

開
さ
れ
る
が
︑
例
え
ば
「
後
宮
則
有
掖
庭
椒
房
︑
后
妃
之
室
︵
後
宮
は
則
ち
掖
庭 

椒
房
有
り
︑
后
妃
の
室
な
り
︶」
と
書
か
れ
る
よ
う

に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
個
別
に
描
き
出
す
場
合
が
多
い
︒
ま
た
︑
そ
の
場
所
も
明
確
に
さ
れ
な
い
場
合
が
散
見
さ
れ
る
︒

 
 

左
右
庭
中
︑
朝
堂
百
寮
之
位
︒
　
　
　
　
　
庭
中
に
左
右
し
て
︑
朝
堂 

百
寮
の
位
あ
り
︒

 
 

︙
︙
又
有
天
禄
石
渠
︑
典
籍
之
府
︒
　
　
　
又
た
天
禄 

石
渠
有
り
︑
典
籍
の
府
な
り
︒

 
 

︙
︙
又
有
承
明
金
馬
︑
著
作
之
庭
︒
　
　
　
又
た
承
明 

金
馬
有
り
︑
著
作
の
庭
な
り
︒

こ
れ
は
未
央
宮
の
庭
に
あ
る
朝
堂
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
︒
そ
の
後
に
「
又
有
」
と
二
箇
所
の
場
所
が
明
示
さ
れ
る
が
︑
こ

の
表
現
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
何
処
に
位
置
し
た
か
が
明
確
で
は
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
位
置
が
明
ら
か
で
な
い
表
現
は
各
宮
殿
を
結
ぶ
閣
道

の
部
分
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
︒

 
 

自
未
央
而
連
桂
宮
︑
北
彌
明
光
而
亘
長
樂
︒
　
　
　
未
央
自
り
桂
宮
に
連
な
り
︑
北
の
か
た
明
光
を
弥わ
た

り
て
長
楽
に
亘
る
︒

 
 

凌
隥
道
而
超
西
墉
︑
掍
建
章
而
連
外
屬
︒
　
　
　
　
隥
道
を
凌
い
で
西
墉
を
超
え
︑
建
章
に
掍
お
な
じう
し
て
外
属
へ
連
な
る
︒

こ
こ
で
挙
が
る
「
未
央
・
桂
宮
・
明
光
・
長
楽
・
建
章
」
は
そ
れ
ぞ
れ
宮
殿
の
名
称
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
宮
殿
を
巡
る
閣
道
の
順
路

が
示
さ
れ
る
が
︑
方
角
を
示
す
の
は
「
北
」
及
び
「
西
墉
」
の
み
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
各
宮
殿
の
位
置
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
の

た
め
位
置
関
係
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
︒「
二
京
賦
」
で
は
徐
々
に
位
置
関
係
に
関
す
る
描
写
も
あ
ら
わ
れ
る
が
︑
多
く
は
「
両

都
賦
」
と
同
様
の
傾
向
を
備
え
た
ま
ま
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
「
西
京
賦
」
よ
り
建
章
宮
に
関
す
る
描
写
部
分
を
例
と
し
て
挙
げ
る
︒

 
 

 

馺
娑
駘
盪
︑
燾
奡
桔
桀
︒
壑
詣
承
光
︑
睽
罛
庨
慳
︒
　
　
馺
娑 

駘
盪
︑
燾た
う

奡が
う

　
桔き
つ

桀け
つ

た
り
︒
壑
詣
　
承
光
︑
睽け
い
こ罛

　
庨か
う
く
わ
つ慳た
り
︒

︻
薛
綜
注
︼
馺
娑
・
駘
盪
・
壑
詣
・
承
光
︑
皆
臺
名
︒
燾
奡
・
桔
桀
・
睽
罛
・
庨
慳
︑
皆
形
皃
︒

 
 

 
 

︵
馺
娑
・
駘
盪
・
壑
詣
・
承
光
は
皆
な
台
の
名
な
り
︒
燾
奡
・
桔
桀
・
暌
罛
・
庨
慳
は
皆
な
形
の
皃
な
り
︒︶

︻
李
善
注
︼
燾
︑
徒
到
切
︒
奡
︑
五
告
切
︒
桔
︑
音
吉
︒
睽
︑
呼
圭
切
︒
罛
︑
計
狐
切
︒
庨
︑
呼
交
切
︒

 
 

 
 

︵
燾
︑
徒
到
の
切
︒
奡
︑
五
告
の
切
︒
桔
︑
音
吉
︒
睽
︑
呼
圭
の
切
︒
罛
︑
計
狐
の
切
︒
庨
︑
呼
交
の
切
︒︶

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
「
馺
娑
・
駘
盪
・
壑
詣
・
承
光
」
は
総
て
建
章
宮
内
の
台
の
名
称
で
あ
る
︒
し
か
し
建
章
宮
内
で
の
具
体
的
配

置
は
明
示
さ
れ
ず
︑「
燾
奡
・
桔
桀
・
暌
罛
・
康
慳
」
と
い
う
双
声
語
や
畳
韻
語
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
該
句
に
対
す
る

薛
綜
注
は
台
の
名
称
と
そ
の
形
容
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
り
︑
李
善
注
は
音
注
が
施
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
台
の
具
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体
的
形
状
は
殆
ど
説
明
不
可
能
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
難
解
な
字
句
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
張
衡
が
台
の
位
置
関
係
よ
り
如

何
に
形
容
す
る
か
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
作
品
内
で
の
位
置
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
傾
向
は
︑
班
固
や
張
衡
の
創
作
意
識
に
起
因
す
る
と
推
察
さ
れ
る
︒
つ

ま
り
︑
彼
ら
に
と
っ
て
描
き
出
す
対
象
が
何
処
に
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
く
︑
そ
の
宮
殿
を
如
何
に
描
出
す
れ
ば
最
も
彼
ら
の
創
作
意

図
に
合
致
す
る
か
と
い
う
点
に
意
識
が
注
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
宮
殿
描
写
を
通
し
て
︑
当
該
王
朝
に
対
す
る
称
讃
も
し
く
は

諷
諫
を
意
図
し
て
創
作
し
た
た
め
に
︑
そ
の
位
置
関
係
を
作
品
内
で
明
示
す
る
こ
と
よ
り
も
作
品
内
に
描
き
出
さ
れ
る
宮
殿
群
が
如
何

な
る
も
の
か
を
修
辞
を
尽
く
し
て
表
現
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

一
方
「
三
都
賦
」︑
特
に
「
魏
都
賦
」
に
お
い
て
作
品
内
に
挙
げ
ら
れ
る
宮
殿
や
場
所
は
一
見
し
て
直
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
関
係
が

把
握
で
き
る
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
「
魏
都
賦
」
で
は
︑「
造
文
昌
之
廣
殿
︑
極
棟
宇
之
弘
規
︵
文
昌
の
広
殿
を
造
り
︑
棟

宇
の
弘
規
を
極
む
︶」
と
述
べ
︑
各
建
築
物
の
位
置
関
係
は
文
昌
殿
を
起
点
と
し
て
以
下
の
表
四
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
︵
賦
本
文
の
具

体
的
場
所
を
示
す
字
句
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
示
す
︶︒

 

表
四

 •  

左
則
中
朝
有
赩
︑
聽
政
作
寢
︒
︙
︙
於
前
則
宣
明
顯
陽
︑
順
德
崇
禮
︒
︙
︙
於
後
則
椒
鶴
文
石
︑
永
巷
壺
術
︒
楸
梓
木
蘭
︑
次
舎
甲
乙
︒
西
南
其
戸
︑

成
之
匪
日
︒
丹
青
煥
炳
︑
特
有
温
室
︒
儀
形
宇
宙
︑
歴
像
賢
聖
︒

︻
張
載
注
︼  

文
昌
殿
東
有
聽
政
殿
︑
内
朝
所
在
也
︒
︙
︙
聽
政
殿
聽
政
殿
門
︒
聽
政
門
前
升
賢
門
︑
升
賢
門
左
崇
禮
門
︑
崇
禮
門
右
順
德
門
︑
三
門
並
南

向
︒
升
賢
門
前
宣
明
門
︑
宣
明
門
前
顯
陽
門
︑
顯
陽
門
前
有
司
馬
門
︒
︙
︙
近
世
王
者
後
宮
以
椒
房
爲
通
稱
︒
聽
政
殿
後
︑
有
鳴
鶴
堂
楸
梓
坊

木
蘭
坊
文
石
室
︑
後
宮
所
止
也
︒
壺
︑
宮
中
巷
也
︒
術
︑
道
也
︒
鳴
鶴
堂
之
前
︑
次
聽
政
殿
之
後
︒
東
西
二
坊
之
中
央
有
温
室
︑
中
有
畫
像

讃
︒

 •  

右
則
踈
圃
曲
池
︑
下
畹
高
堂
︒
︙
︙
馳
道
周
屈
於
果
下
︑
延
閣
胤
宇
以
經
營
︒
飛
陛
方
輦
而
徑
西
︑
三
臺
列
峙
以
崢
嶸
︒

︻
張
載
注
︼  

文
昌
殿
西
有
銅
爵
園
︒
園
中
有
魚
池
堂
皇
︒
︙
︙
銅
爵
園
西
有
三
臺
︒
中
央
有
銅
爵
臺
︑
南
則
金
虎
臺
︑
北
則
冰
井
臺
︒
︙
︙
三
臺
與
法
殿
皆

閣
道
相
通
︒

文
昌
殿
の
東
側
に
聴
政
殿
が
位
置
し
︑
南
側
に
「
宣
明
・
顕
陽
・
順
徳
・
崇
礼
」
の
各
門
が
配
置
さ
れ
る
︒
北
側
に
は
「
椒
鶴
・
文

石
・
楸
梓
・
木
蘭
」
の
建
築
物
が
列
挙
さ
れ
る
︒
続
く
文
昌
殿
の
西
側
に
は
︑
園
池
や
畑
︑
楼
台
が
示
さ
れ
︑
こ
れ
ら
を
繋
ぐ
皇
帝
専
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用
の
閣
道
が
描
か
れ
る
︒
更
に
そ
の
西
側
に
は
銅
雀
台
で
有
名
な
三
台
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
「
魏
都
賦
」
で
は
︑
起
点
と

な
る
建
築
物
を
設
定
し
た
上
で
︑
東
西
に
拡
が
る
建
築
群
や
園
池
が
如
何
に
配
置
さ
れ
る
か
を
「
左
・
於
前
・
於
後
・
右
」
と
い
う
字

句
で
明
示
し
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
関
係
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
以
上
の
賦
本
文
の
内
容
で
も
充
分
に
配

置
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
︑
張
載
注
を
併
せ
て
参
照
す
る
こ
と
で
よ
り
具
体
的
な
把
握
が
可
能
と
な
る
︒
例
え
ば
傍

線
部
に
示
す
よ
う
に
︑
聴
政
殿
の
南
側
に
配
置
さ
れ
る
各
門
に
つ
い
て
︑
張
載
は
配
置
の
順
序
を
逐
次
説
明
し
て
い
る
︒
同
様
に
「
三

台
」
も
北
か
ら
冰
井
台
・
銅
爵
台
・
金
虎
台
と
位
置
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒
か
か
る
張
載
注
の
内
容
は
「
魏
都
賦
」
が
洛
陽
で
は
な

く
鄴
を
曹
魏
の
都
城
と
し
て
描
写
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
︒
漢
魏
革
命
に
よ
り
曹
魏
王
朝
が
建
国
し
た
の
が
黄
初
元
年

︵
二
二
〇
︶
で
あ
り
︑
洛
陽
遷
都
も
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑「
三
都
賦
」
創
作
よ
り
半
世
紀
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
り
︑
洛

陽
の
西
晋
人
士
に
と
っ
て
は
も
は
や
過
去
の
都
城
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
か
く
も
詳
細
な
注
釈
を
施

す
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

で
は
︑
左
思
は
何
故
に
こ
の
よ
う
な
一
見
し
て
位
置
把
握
が
可
能
な
描
写
が
で
き
た
の
か
︒
こ
れ
は
左
思
の
序
文
に
見
え
る
「
其
山

川
城
邑
︑
則
稽
之
地
図
︵
其
れ
山
川
城
邑
︑
則
ち
之
を
地
図
に
稽
む
︶」
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
地
図
を
参
照
し
つ
つ
賦

本
文
を
創
作
す
る
こ
と
で
︑
俯
瞰
的
視
点
か
ら
の
描
写
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
張
載
と
左
思
と
の
関
係
を
顧
慮
す
れ
ば
︑

張
載
も
ま
た
左
思
が
利
用
し
た
地
図
を
参
照
し
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
よ
う
︒
何
れ
に
せ
よ
︑
左
思
が
「
三
都
賦
」
本
文
内
で
俯
瞰
的

視
野
を
獲
得
し
て
み
せ
た
こ
と
は
︑
先
行
都
城
賦
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
独
自
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
︒

（
３
）
狩
猟
に
関
す
る
描
写
の
変
化

第
三
の
変
化
と
し
て
「
魏
都
賦
」
内
の
狩
猟
描
写
が
曹
操
の
挙
兵
か
ら
後
漢
か
ら
の
禅
譲
︑
更
に
西
晋
へ
の
禅
譲
描
写
へ
と
代
替
さ

れ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
︒「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
で
は
長
安
と
洛
陽
が
そ
れ
ぞ
れ
奢
侈
と
節
倹
と
を
象
徴
す
る
た
め
に
描
写
内
容

に
差
違
は
あ
る
も
の
の
︑
総
じ
て
狩
猟
を
描
き
出
す
点
は
共
通
す
る
︒
ま
た
「
蜀
都
賦
」「
呉
都
賦
」
も
各
風
土
の
特
殊
性
に
応
じ
た
狩

猟
描
写
が
存
在
す
る
︒「
蜀
都
賦
」
で
は
蜀
の
み
に
生
息
す
る
動
物
が
狩
猟
対
象
と
し
て
描
か
れ
︑「
呉
都
賦
」
で
は
狩
猟
描
写
後
に
王

族
に
よ
る
漁
の
様
子
が
追
加
さ
れ
る
︒
一
方
︑「
魏
都
賦
」
で
は
「
既
苗
既
狩
︵
既
に
苗
し
既
に
狩
り
︶」
句
に
集
約
さ
れ
︑
具
体
的
な
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狩
猟
描
写
は
全
く
な
さ
れ
な
い
︒
そ
れ
で
は
実
際
に
︑「
魏
都
賦
」
よ
り
曹
操
の
挙
兵
か
ら
禅
譲
へ
の
課
程
に
関
す
る
部
分
を
中
心
に
以

下
の
表
五
に
引
用
す
る
︒

 

表
五

︻
１
︼
至
乎
勍
敵
糾
紛
︑
庶
土
罔
寧
︑
聖
武
興
言
︑
將
曜
威
靈
︒
︙
︙
推
鋒
積
紀
︑
鋩
氣
彌
鋭
︒
三
接
三
捷
︑
既
晝
亦
月
︒
︙
︙
喪
亂
既
弭
而
能
宴
︑
武
人

歸
獸
而
去
戰
︑
蕭
斧
戢
柯
以
柙
刃
︑
虹
旍
攝
麾
以
就
卷
︒　︻
２
︼
於
時
東
鯷
即
序
︑
西
傾
順
軌
︑
荊
南
懷
憓
︑
朔
北
思
韙
︑
緜
緜
迥
塗
︑
驟
山
驟
水
︑
襁

負
賮
贄
︑
重
譯
貢
篚
︑
髽
首
之
豪
︑
鐻
耳
之
傑
︑
服
其
荒
服
︑
歛
衽
魏
闕
︒　︻
３
︼
德
連
木
理
︑
仁
挺
芝
草
︒
皓
獸
爲
之
育
藪
︑
丹
魚
爲
之
生
沼
︒
矞
雲

翔
龍
︑
澤
馬
亍
阜
︒
山
圖
其
石
︑
川
形
其
寳
︒
莫
黒
匪
烏
︑
三
趾
而
來
儀
︒
莫
赤
匪
狐
︑
九
尾
而
自
擾
︒
嘉
穎
離
合
以
䔿
䔿
︑
醴
泉
涌
流
而
浩
浩
︒
︙
︙

河
洛
開
奥
︑
符
命
用
出
︑
翩
翩
黄
鳥
︑
銜
書
來
訊
︒　︻
４
︼
劉
宗
委
馭
︑
巽
其
神
器
︒
闚
玉
策
於
金
縢
︑
案
圖
籙
於
石
室
︒
考
暦
數
之
所
在
︑
察
五
德
之

所
莅
︒
量
寸
旬
︑
涓
吉
日
︑
陟
中
壇
︑
即
帝
位
︒　︻
５
︼
筭
祀
有
紀
︑
天
祿
有
終
︒
傳
業
禪
祚
︑
高
謝
萬
邦
︒
皇
恩
綽
矣
︑
帝
德
沖
矣
︒
讓
其
天
下
︑
臣

至
公
矣
︒
榮
操
行
之
獨
得
︑
超
百
王
之
庸
庸
︑
追
亘
卷
領
與
結
繩
︑
睠
留
重
華
而
比
蹤
︒

︻
１
︼
で
は
︑
ま
ず
後
漢
末
の
動
乱
に
よ
り
各
地
に
群
雄
が
割
拠
す
る
よ
う
に
な
り
︑「
聖
武
」
曹
操
が
威
徳
を
天
下
に
示
そ
う
と
挙

兵
し
︑
昼
夜
を
問
わ
ず
戦
争
を
繰
り
広
げ
勝
利
を
収
め
る
様
子
が
描
か
れ
る
︒
そ
の
後
︑
軍
隊
が
戦
争
で
利
用
し
た
動
物
を
野
に
放
ち
︑

斧
か
ら
刃
を
取
り
去
り
旗
を
巻
き
取
る
描
写
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
戦
乱
の
終
結
を
述
べ
る
︒
厳
密
に
は
︑
こ
こ
が
「
両
都
賦
」「
二
京

賦
」
の
狩
猟
描
写
に
代
替
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
︒
続
く
︻
２
︼
で
は
︑「
東
鯷
・
西
傾
・
荊
南
・
朔
北
」
と
い
っ
た
四
方
の
遠
国
が
曹
魏

の
威
徳
を
慕
い
︑
献
上
品
を
捧
げ
持
ち
多
く
の
通
訳
を
介
し
て
来
訪
し
︑
ま
た
「
髽
首
・
鑪
耳
」
と
い
う
辺
境
の
民
族
が
朝
貢
を
行
う

様
子
が
描
か
れ
る
︒
遠
方
か
ら
自
国
に
朝
貢
を
求
め
る
と
い
う
描
写
方
式
は
先
行
都
城
賦
内
に
も
確
認
で
き
︑
当
該
王
朝
の
威
徳
が
遍

く
天
下
に
行
き
渡
る
こ
と
を
象
徴
す
る
一
般
的
な
表
現
で
あ
る
と
言
え
る）
（1
（

︒︻
３
︼
で
は
︑
後
漢
か
ら
の
禅
譲
に
先
立
ち
︑
数
多
く
発
現

す
る
瑞
祥
が
列
挙
さ
れ
る
︒
具
体
的
に
は
「
皓
獣
・
丹
魚
・
翔
龍
・
沢
馬
」
や
三
足
の
烏
︑
九
尾
の
狐
な
ど
の
各
地
へ
の
出
現
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
張
載
注
に
基
づ
け
ば
︑
延
康
元
年
︵
二
二
〇
︶︑
黄
初
元
年
︵
二
二
〇
︶︑
二
年
︵
二
二
一
︶
に
現
れ
た
瑞
祥
で
あ
り
︑
こ
れ

ら
は
史
実
を
叙
述
し
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
︒
ま
た
所
謂
「
河
図
洛
書
」
に
関
す
る
張
載
注
も
同
様
の
記
述
が
﹃
宋
書
﹄
符
瑞

志
上
に
確
認
で
き
︑
こ
こ
で
は
黄
初
元
年
の
も
の
と
さ
れ
る）
（（
（

︒
こ
れ
ら
は
曹
魏
王
朝
建
国
直
前
の
史
実
に
忠
実
に
描
か
れ
た
内
容
で
あ

る
と
理
解
で
き
る
︒︻
４
︼
で
は
︑
遂
に
後
漢
か
ら
帝
位
を
禅
譲
さ
れ
る
様
子
が
順
を
追
っ
て
描
出
さ
れ
る
︒
し
か
し
曹
魏
王
朝
の
命
数
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に
も
限
界
が
あ
り
︑
最
終
的
に
︻
５
︼
に
お
い
て
︑
司
馬
氏
一
族
に
帝
位
を
譲
り
西
晋
王
朝
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
︒
但
し
︑
こ
こ

で
注
意
す
べ
き
は
描
写
の
主
体
が
常
に
曹
魏
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
︑
帝
位
を
譲
り
渡
し
た
曹
魏
に
対
し
て
「
其
れ
天
下
を
譲
る
︑
臣
た

る
至
公
か
な
」
と
そ
の
道
徳
に
則
っ
た
態
度
を
ひ
た
す
ら
に
称
讃
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︻
５
︼
の
最
後
に
「
重
華
を
睠
り
留
め
て
蹤

を
比
ぶ
」
と
あ
り
︑
こ
の
「
重
華
」
と
は
舜
の
字
を
指
す
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
は
曹
魏
を
舜
に
準
え
︑
舜
が
禹
に
帝
位
を
譲
っ
た
よ
う
に

曹
魏
が
西
晋
へ
と
帝
位
を
譲
り
渡
し
た
こ
と
を
描
写
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
︒︻
４
︼
の
瑞
祥
の
発
現
及
び
︻
５
︼
の
魏
を
舜
の
後
裔

に
み
な
す
こ
と
は
︑﹃
三
国
志
﹄
で
も
曹
魏
の
正
統
理
論
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
︑
か
か
る
描
写
に
よ
っ
て
曹
魏
王
朝
の
正
統
性
及
び

西
晋
王
朝
の
正
統
性
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）
（1
（

︒

以
上
の
よ
う
に
曹
魏
王
朝
の
興
亡
及
び
西
晋
王
朝
の
成
立
が
描
き
出
さ
れ
る
が
︑
左
思
が
西
晋
の
正
統
性
を
作
品
内
に
表
現
し
た
こ

と
に
︑「
両
都
賦
」「
二
京
賦
」
の
狩
猟
描
写
を
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
一
連
の
描
写
に
代
替
さ
せ
た
真
意
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
先
行
都
城
賦
が
何
れ
も
作
者
自
身
の
所
属
す
る
王
朝
を
称
讃
す
る
以
上
︑
左
思
自
身
も
ど
う
に
か
し
て
西
晋
王
朝
を
称

讃
す
る
方
法
を
思
案
し
た
に
違
い
な
い
︒
ま
た
︑
左
思
は
西
晋
王
朝
下
で
中
書
省
に
属
す
る
官
僚
で
あ
る
た
め
に
︑
や
は
り
西
晋
王
朝

を
称
讃
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑「
三
都
賦
」
と
い
う
体
裁
を
採
用
す
る
た
め
︑
唐
突
に
西
晋
を
讃
美
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
︑
作
品
の
構
成
を
崩
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
︒
そ
こ
で
用
い
た
方
法
が
︑
狩
猟
部
分
を
曹
魏
王
朝
建
国

の
過
程
に
代
替
さ
せ
︑
最
終
的
に
西
晋
へ
の
禅
譲
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
う
す
る
こ
と
で
︑
曹
魏
王
朝
を
主
体
に
据
え
る
と

い
う
作
品
の
均
衡
を
崩
す
こ
と
な
く
︑
西
晋
王
朝
を
称
讃
す
る
と
い
う
左
思
の
政
治
態
度
を
も
同
時
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
の

で
あ
る
︒
こ
の
点
に
こ
そ
︑「
三
都
賦
」
創
作
に
お
け
る
左
思
の
最
大
の
苦
心
の
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

 

以
上
︑「
三
都
賦
」
は
「
両
都
賦
」
や
「
二
京
賦
」
に
は
見
出
せ
な
い
数
多
く
の
特
徴
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
し
か

も
︑
本
稿
で
述
べ
た
作
品
世
界
の
現
実
世
界
へ
の
接
近
や
左
思
の
政
治
的
態
度
の
表
明
と
い
っ
た
特
徴
は
︑
西
晋
王
朝
下
で
創
作
さ
れ

た
こ
と
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
︒
作
品
内
で
西
晋
王
朝
を
称
讃
し
た
こ
と
も
︑「
魏
都
賦
」
内
で
描
か
れ
る
都
城
が
洛
陽
で
は
な
く

鄴
で
あ
る
こ
と
も
︑
左
思
が
西
晋
王
朝
を
意
識
し
て
創
作
し
た
た
め
に
生
じ
た
現
象
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
な
る
と

何
故
に
こ
の
よ
う
に
西
晋
王
朝
を
意
識
し
た
描
写
が
な
さ
れ
た
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
こ
ま
で
左
思
が
意
識
す
る
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こ
と
か
ら
は
西
晋
王
朝
の
「
三
都
賦
」
創
作
へ
の
関
与
も
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
先
に
筆
者
は
︑
中
書
省
下
の
文
人
集
団
に
よ
っ

て
「
三
都
賦
」
が
創
作
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
が
︑
西
晋
司
馬
政
権
の
具
体
的
な
関
与
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
諸
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

注

︵
1
︶  

小
尾
郊
一
「
左
思
の
賦
観
︱
魏
晋
の
賦
に
お
け
る
写
実
精
神
」︵﹃
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
第
十
五
集
︑
一
九
五
九
年
︒
の
ち
﹃
真

実
と
虚
構
︱
六
朝
文
学
﹄︹
汲
古
書
院
︑
一
九
九
四
年
︺
に
収
録
︶
及
び
︑
戸
高
留
美
子
「「
三
都
賦
」
小
考
︱
都
城
賦
制
作
意
義
の

変
容
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
︱
」︵﹃
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会
報
﹄
第
二
十
三
集
︑
二
〇
〇
四
年
︶
を
参
照
︒

︵
2
︶  

創
作
背
景
を
考
慮
し
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
︑
程
章
燦
﹃
魏
晋
南
北
朝
賦
史
﹄︵
江
蘇
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
︶
第
五
章
第
三

節
「「
三
都
賦
」︑
騁
辞
大
賦
最
後
的
輝
煌
」
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

︵
3
︶  

拙
稿
「
左
思
「
三
都
賦
」
は
何
故
洛
陽
の
紙
価
を
貴
め
た
か
」︵
九
州
大
学
中
国
文
学
会
﹃
中
国
文
学
論
集
﹄
第
三
十
八
号
︑
二
〇
〇
九

年
︶
を
参
照
︒

︵
4
︶  

拙
稿
「「
三
都
賦
」
劉
逵
注
の
注
釈
態
度
」︵
九
州
大
学
中
国
文
学
会
﹃
中
国
文
学
論
集
﹄
第
四
十
号
︑
二
〇
一
一
年
︶
及
び
同
「「
三
都

賦
」
と
中
書
省
下
の
文
人
集
団
︱
張
載
注
の
分
析
を
中
心
に
」︵﹃
六
朝
学
術
学
会
報
﹄
第
十
三
集
︑
二
〇
一
二
年
︶
を
参
照
︒

︵
5
︶  

本
稿
で
使
用
す
る
﹃
文
選
﹄
の
テ
キ
ス
ト
は
︑
清
胡
克
家
重
雕
宋
淳
煕
本
を
底
本
と
し
︑
適
宜
諸
本
を
参
照
し
た
︒

︵
6
︶  

岡
村
繁
「
班
固
と
張
衡
︱
そ
の
創
作
態
度
の
異
質
性
︱
」︵﹃
小
尾
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
﹄
第
一
学
習
社
︑
一
九
七
六
年
︶

を
参
照
︒

︵
7
︶  

該
句
に
対
す
る
李
善
注
は
何
れ
も
班
固
﹃
漢
書
﹄
よ
り
引
用
さ
れ
る
︒「
両
都
賦
」
及
び
﹃
漢
書
﹄
が
同
一
作
者
に
よ
り
創
作
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
は
賦
本
文
内
に
お
い
て
︑
例
外
的
に
当
時
実
際
に
存
在
し
た
動
物
が
描
き
出
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒

︵
8
︶  

当
該
箇
所
は
﹃
文
選
﹄
で
は
「
鳥
則
玄
鶴
白
鷺
」
と
し
︑﹃
後
漢
書
﹄
で
は
「
鳥
則
」
二
字
が
存
在
し
な
い
︒
胡
氏
考
異
は
何
焯
の
言
を

引
用
し
﹃
後
漢
書
﹄
が
正
し
い
と
す
る
︒﹃
文
選
﹄
に
お
い
て
も
「
両
都
賦
」
で
は
当
該
箇
所
以
外
に
「︵
事
物
︶
則
某
某
」
の
形
式
に
よ



「
三
都
賦
」
本
文
に
み
る
漢
賦
か
ら
の
継
承
と
発
展

15

る
叙
述
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
︑
何
焯
の
説
は
正
し
い
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
﹃
後
漢
書
﹄
に
従
う
︒

︵
9
︶  

薛
綜
に
つ
い
て
は
︑﹃
三
国
志
﹄
呉
書
巻
五
十
三
に
立
伝
さ
れ
る
︒
本
伝
に
拠
れ
ば
︑
薛
綜
は
幼
い
頃
に
後
漢
の
経
学
家
で
あ
る
劉
熙
か

ら
学
問
を
教
え
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
幼
少
期
よ
り
経
学
に
明
る
く
文
章
も
巧
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
伝
に
は
彼
の
著

作
と
し
て
詩
賦
雑
論
数
万
言
を
収
め
た
﹃
私
載
﹄
や
﹃
五
宗
図
述
﹄
及
び
﹃
二
京
解
﹄
が
残
さ
れ
る
︒
か
か
る
状
況
に
鑑
み
れ
ば
︑
彼
が

知
識
に
乏
し
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

︵
10
︶  

「
東
都
賦
」
に
「
殊
方
別
區
︑
界
絶
而
不
鄰
︒
自
孝
武
之
所
不
征
︑
孝
宣
之
所
未
臣
︑
莫
不
陸
讋
水
慄
︑
奔
走
而
來
賓
︒
遂
綏
哀
牢
︑
開

永
昌
︑
春
王
三
朝
︑
會
同
漢
京
︵
殊
方
別
区
︑
界
絶
え
て
鄰
か
ら
ず
︒
孝
武
の
征
せ
ざ
り
し
所
︑
孝
宣
の
未
だ
臣
と
せ
ざ
り
し
所
よ
り
︑

陸
に
讋
き
水
を
慄
れ
︑
奔
走
し
て
來
賓
せ
ざ
る
は
莫
し
︒
遂
に
哀
牢
を
綏
ん
じ
て
︑
永
昌
を
開
く
︒
春
王
三
朝
︑
漢
京
に
会
同
す
︶」
と
あ

り
︑「
東
京
賦
」
に
「
惠
風
廣
被
︑
澤
洎
幽
荒
︒
北
爕
丁
令
︑
南
諧
越
裳
︒
西
包
大
秦
︑
東
過
樂
浪
︒
重
舌
之
人
九
譯
︑
僉
稽
首
而
來
王

︵
恵
風
広
く
被
り
︑
沢 

幽
荒
に
洎
ぶ
︒
北
の
か
た
丁
令
を
爕
げ
︑
南
の
か
た
越
裳
を
諧
ぐ
︒
西
の
か
た
大
秦
を
包
ね
︑
東
の
か
た
楽
浪
を

過
ぐ
︒
重
舌
の
人
九
訳
し
︑
僉
な
稽
首
し
て
来
王
す
︶」
と
あ
る
︒

︵
11
︶  

「
魏
都
賦
」
内
に
発
現
す
る
瑞
祥
及
び
そ
の
張
載
注
に
つ
い
て
は
前
掲
注
︵
４
︶
拙
稿
「「
三
都
賦
」
と
中
書
省
下
の
文
人
集
団
︱
張

載
注
の
分
析
を
中
心
に
」
を
参
照
︒

︵
12
︶  

小
林
春
樹
「
三
国
時
代
の
正
統
理
論
に
つ
い
て
」︵﹃
東
洋
研
究
﹄
第
一
百
三
十
九
号
︑
二
〇
〇
一
年
︶
を
参
照
︒




