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本
書
は
、
葛か
つ

兆ち
ょ
う

光こ
う

（Ge Zhaoguang

）『
宅た
く

茲じ

中ち
ゅ
う

国ご
く　

重
建
有
関
「
中
国
」
的
歴
史
論
述
』（
北
京
・
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
）
の
全
訳

で
あ
る
。
こ
の
中
国
語
タ
イ
ト
ル
を
直
訳
す
る
と
、『
こ
こ
中
国
に
住
む　
「
中
国
」
に
つ
い
て
の
歴
史
論
述
の
再
構
築
』
と
な
る
。
本
書

は
こ
れ
を
『
中
国
は
〝
中
国
〟
な
の
か

─
「
宅
茲
中
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
』
と
し
た
。
こ
の
間
の
経
緯
を
含
め
、
原
著
『
宅
茲
中

国
』
と
そ
の
日
本
語
訳
で
あ
る
本
書
の
理
解
の
た
め
に
以
下
に
若
干
の
解
説
を
お
こ
な
っ
て
お
き
た
い
。

一
、
葛
兆
光
氏
の
中
国
思
想
史
研
究

　

葛
兆
光
氏
は
一
九
五
〇
年
上
海
市
生
ま
れ
。
北
京
大
学
大
学
院
中
国
古
典
文
献
学
専
攻
を
修
了
後
、
清
華
大
学
歴
史
系
教
授
、
復
旦
大

学
文
史
研
究
院
院
長
な
ど
を
歴
任
。
現
在
、
復
旦
大
学
歴
史
系
特
聘
資
探
教
授
。
現
代
中
国
を
代
表
す
る
も
っ
と
も
著
名
な
思
想
史
、
歴

史
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
。
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
、
ル
ー
バ
ン
大
学
、
東
京
大
学
、
京
都
大
学
、
関
西
大
学

な
ど
で
の
滞
在
研
究
経
験
を
も
ち
、
世
界
的
な
活
躍
も
め
ざ
ま
し
い
。

　

日
本
で
も
、
岩
波
書
店
か
ら
翻
訳
出
版
さ
れ
、
第
二
六
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
賞
大
賞
を
受
賞
し
た
『
中
国
再
考　

そ
の
領
域
・
民
族
・

文
化
』（
二
〇
一
四
年
）
を
は
じ
め
、
岩
波
書
店
の
雑
誌
『
思
想
』
や
『
世
界
』
に
発
表
さ
れ
て
き
た
、「
中
国
」
を
独
自
の
視
点
か
ら
と
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ら
え
な
お
す
論
考
が
学
術
界
に
大
き
な
刺
激
を
あ
た
え
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
業
績
か
ら
葛
氏
に
は
、
近
年
提
唱
さ
れ
て
い
る
、
地
域
横
断

的
な
視
点
、
相
互
連
関
的
な
視
点
か
ら
世
界
の
歴
史
を
再
構
築
す
る
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
系
統
に
あ
る
学
者
と
の
印
象

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
氏
の
本
領
は
別
に
あ
る
。

　

葛
氏
の
初
期
の
代
表
的
著
作
に
、『
道
教
与
中
国
文
化
』（
上
海
・
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。
こ
の
書
は
、
一
九
九
三

年
に
本
書
と
同
じ
東
方
書
店
か
ら
『
道
教
と
中
国
文
化
』
と
し
て
日
本
語
訳
版
が
出
版
さ
れ
、
道
教
研
究
者
を
中
心
に
高
い
評
価
を
得

た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
監
訳
者
・
坂
出
祥
伸
氏
の
解
説
に
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
的
な
角
度
か
ら
、
道
教
と
中
国
文
化
全
体
と
の
相
互
の

影
響
関
係
を
論
じ
て
」
い
る
、
と
あ
る
よ
う
に
、
道
教
と
い
う
一
領
域
に
終
始
す
る
研
究
で
は
な
い
。
膨
大
な
関
連
資
料
の
分
析
を
通
し

て
道
教
文
化
を
論
じ
つ
つ
葛
氏
が
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
現
象
を
生
み
だ
し
た
人
間
の
思
考
を
明
る
み
に
出
す
こ

と
で
あ
っ
た
。

　

早
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
視
点
の
も
と
に
進
め
ら
れ
て
き
た
葛
氏
の
研
究
は
、『
中
国
思
想
史
』（
上
海
・
復
旦
大
学
出
版
社
、
上
巻
・
一
九

九
八
年
、
下
巻
・
二
〇
〇
〇
年
）
に
集
大
成
さ
れ
る
。
数
千
年
に
お
よ
ぶ
中
国
の
思
想
の
歴
史
を
一
人
の
研
究
者
が
書
き
あ
げ
る
こ
と
じ
た

い
が
偉
業
で
あ
る
が
、
こ
の
書
の
価
値
は
、
加
え
て
そ
れ
が
ほ
か
に
類
を
見
な
い
思
想
史
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　

葛
氏
の
思
想
史
は
各
時
代
の
傑
出
し
た
思
想
家
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
書
で
論
述
さ
れ
る
の
は
、
知
的
エ
リ
ー
ト
に

の
み
あ
ら
わ
れ
た
思
想
の
歴
史
で
は
な
く
、
中
国
に
展
開
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
位
相
の
思
考
と
そ
の
影
響
関
係
、
そ
し
て
そ
れ
ら
思
考
の
総

体
の
史
的
展
開
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
史
叙
述
を
実
現
す
る
た
め
に
、
葛
氏
は
、
思
想
史
が
考
察
の
対
象
と
す
る
資
料
の
範
囲

を
広
げ
る
こ
と
を
提
唱
し
、
実
際
に
、
考
古
学
的
発
見
、
碑
文
、
文
字
、
図
像
、
地
図
、
文
学
作
品
、
図
書
目
録
、
類
書
、
啓
蒙
的
教
科

書
、
さ
ら
に
は
『
道
教
と
中
国
文
化
』
で
も
試
み
ら
れ
た
宗
教
現
象
や
信
仰
形
態
な
ど
、
人
間
の
思
考
の
痕
跡
が
う
か
が
え
る
あ
ら
ゆ
る

資
料
を
分
析
の
対
象
と
し
て
拡
張
し
、
中
国
に
展
開
さ
れ
た
人
間
の
思
考
の
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
邦
訳
が
な

い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
刺
激
に
富
む
中
国
思
想
史
の
著
作
は
多
く
は
な
い
。
上
下
二
巻
、
千
数
百
ペ
ー
ジ
に
も
お
よ
ぶ
葛
氏



訳者解説

343

の
『
中
国
思
想
史
』
は
、
中
国
に
展
開
し
た
人
間
の
思
考
の
史
的
展
開
を
叙
述
す
る
い
わ
ゆ
る
観
念
の
歴
史
（history of ideas

）、
知
性

の
歴
史
（intellectual history

）
と
し
て
、
ま
さ
に
金
字
塔
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
葛
氏
の
歩
み
は
こ
こ
で
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
の
思
想
史
を
書
き
あ
げ
た
あ
と
で
な
お
、
葛
氏
は
、
目
の
ま
え

の
現
実
世
界
の
複
雑
さ
、
未
来
と
歴
史
の
不
確
定
性
に
た
じ
ろ
ぎ
、「
世
界
を
安
易
に
理
解
し
た
気
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
自
戒
す

る
（『
中
国
思
想
史
』「
後
記
」）。
そ
の
自
戒
は
思
想
史
を
書
く
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
問
い
か
ら
生
じ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
「
中
国

思
想
史
」
を
可
能
と
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
中
国
」
と
は
何
か
、
何
が
「
中
国
」
な
の
か
、
と
い
う
問
い
で

あ
っ
た
。

　

長
年
に
わ
た
る
『
中
国
思
想
史
』
執
筆
に
疲
労
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
疲
労
を
も
の
と
も
せ
ず
に
「
中
国
」
と
い
う
世
界
の
複
雑
性

に
向
き
あ
い
、
そ
の
複
雑
性
を
描
き
つ
く
そ
う
と
す
る
。
そ
う
し
て
書
き
進
め
ら
れ
た
の
が
『
宅
茲
中
国
』
で
あ
っ
た
。

二
、
原
著
『
宅
茲
中
国
』
に
つ
い
て

　

対
象
と
す
る
資
料
の
範
囲
を
拡
大
し
て
全
体
像
を
描
き
だ
そ
う
と
し
た
『
中
国
思
想
史
』
に
つ
づ
い
て
、
原
著
が
採
用
す
る
の
は
「
周

辺
か
ら
中
国
を
見
る
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　

葛
氏
が
所
属
す
る
復
旦
大
学
の
文
史
研
究
院
に
お
い
て
、
二
〇
〇
七
年
に
ま
さ
に
こ
の
「
周
辺
か
ら
中
国
を
見
る
」
と
い
う
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
成
果
が
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
開
始
か
ら
五
年
後
の

二
〇
一
二
年
に
葛
氏
に
よ
っ
て
日
本
で
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
中
国
で
刊
行
さ
れ
て
ま
も
な
い
原
著
の
反
響
に
つ
い
て
も
言
及

が
あ
り
、
参
考
に
な
る
（
鈴
木
達
明
氏
に
よ
る
日
本
語
訳
「
周
辺
か
ら
中
国
を
見
る
」
が
『
東
方
学
』
第
一
二
四
輯
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。

　

周
辺
と
は
中
国
の
四
方
で
あ
る
。『
中
国
思
想
史
』
で
試
み
ら
れ
た
資
料
の
拡
大
は
こ
こ
で
は
さ
ら
に
地
域
的
に
も
拡
張
さ
れ
た
の
で
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あ
る
。
西
域
、
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
新
疆
、
満
洲
、
朝
鮮
、
日
本
。
四
方
の
非
漢
民
族
が
と
ら
え
る
中
国
。
こ
れ
ら
を
多
面
鏡
が
映

し
だ
す
中
国
と
見
て
、
一
つ
ひ
と
つ
に
丁
寧
に
分
析
を
加
え
て
い
く
。
原
著
の
魅
力
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
最
大
の
特
徴
は
、
周

辺
の
な
か
で
も
中
国
の
東
方
、
す
な
わ
ち
日
本
に
お
け
る
東
洋
学
、
ア
ジ
ア
史
学
の
成
果
、
近
代
的
ア
ジ
ア
認
識
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル

ヒ
ス
ト
リ
ー
的
視
点
を
も
っ
た
東
ア
ジ
ア
研
究
、
こ
れ
ら
の
分
析
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
さ
き
、
日
本
が
描
き
だ
す
中
国
を
歴
史
の
な
か
に

確
か
に
出
現
し
た
中
国
と
し
て
、
中
国
が
と
ら
え
た
中
国
と
同
列
に
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
そ
の
論
述
が
、
日
本
が
自
国

の
う
し
ろ
す
が
た
を
見
る
た
め
の
合
わ
せ
鏡
と
な
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
点
も
興
味
深
い
。

　

原
著
に
は
欧
米
の
新
し
い
歴
史
研
究
の
方
法
論
も
多
く
登
場
す
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
援
用
を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
い
。
葛
氏
は
原
著

で
あ
ら
ゆ
る
歴
史
論
述
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
参
照
し
た
各
種
理
論
に
検
討
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

と
関
連
し
て
、
そ
の
さ
ら
な
る
特
徴
を
あ
げ
る
な
ら
、
注
釈
が
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
説
の
根
拠
を
完
備
さ
せ
る

た
め
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
葛
氏
の
場
合
、
自
説
と
齟
齬
す
る
資
料
や
自
説
へ
の
反
論
ま
で
を
も
併
載
す
る
。
ひ
と
え
に
こ

れ
は
、「
中
国
」
と
は
何
か
、
何
が
「
中
国
」
か
を
め
ぐ
る
歴
史
論
述
の
再
構
築
が
、
理
論
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
歴
史
の
な

か
で
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
葛
氏
の
、
資
料
を
一
つ
と
し
て
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
誠
実
さ
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な

い
。三

、『
中
国
再
考
』
と
本
書
の
関
係
に
つ
い
て

　

辻
康
吾
氏
の
監
修
に
よ
っ
て
「
岩
波
現
代
文
庫
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
中
国
再
考
』（
永
田
小
絵
訳
）
は
、『
宅
茲
中

国
』
の
副
産
物
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。『
中
国
再
考
』
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
辻
氏
の
「
解
説
」
に
説
明
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
当
初
こ
の
『
宅
茲
中
国
』
を
翻
訳
す
る
計
画
が
あ
っ
た
が
、「
専
門
書
で
あ
る
同
書
の
出
版
は
難
航
し
」、
あ
ら
た
め
て
葛
氏
か
ら
論
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集
の
か
た
ち
で
書
き
お
ろ
さ
れ
た
も
の
を
翻
訳
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
『
中
国
再
考
』
は
、
著
者
・
葛
氏
の
「
あ
と
が
き
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
宅
茲
中
国
』
執
筆
の
過
程
、
あ
る
い
は
出
版
後
に

お
こ
な
わ
れ
た
葛
氏
の
講
演
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
言
わ
ば
一
般
向
け
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内

容
も
タ
イ
ト
ル
に
『
中
国
再
考
』
と
あ
る
よ
う
に
、「
中
国
」
そ
の
も
の
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
宅
茲
中
国
』
は

根
拠
を
注
に
示
し
な
が
ら
論
じ
ら
れ
る
専
門
書
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「
重
建
有
関
「
中
国
」
的
歴
史
論
述

〔「
中
国
」
に
つ
い
て
の
歴
史
論
述
の
再
構
築
〕」
が
示
す
よ
う
に
、
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
目
標
へ
向
か
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
な
に
よ
り
『
中
国
再
考
』
と
の
大
き
な
違
い
は
、
前
節
で
述
べ
た
原
著
の
特
徴
で
あ
る
日
本
の
東
洋
学
、
ア
ジ
ア
史
学
の
成
果
へ
の
分

析
が
重
要
な
核
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
葛
氏
が
『
世
界
』（
二
〇
一
六
年
八
号
、
岩
波
書
店
）
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え

て
、「
日
本
の
学
術
界
に
対
す
る
考
察
な
ど
は
、
日
本
語
版
『
中
国
再
考
』
の
テ
ー
マ
か
ら
少
し
逸
れ
る
の
で
、
あ
え
て
収
録
し
な
か
っ

た
」
と
言
う
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
中
国
再
考
』
の
監
修
者
で
あ
る
辻
氏
は
そ
の
後
も
、
葛
氏
の
論
考
を
積
極
的
に
日
本
に
紹
介
し
て
い
る
。
一
つ
は
「「
中
華
民
族
」
の

由
来

─
二
十
世
紀
上
半
期
の
中
国
知
識
界
の
曲
折

─
」（『
思
想
』
二
〇
一
六
年
六
号
、
岩
波
書
店
）、
一
つ
は
「「
何
が
中
国
か
？
」
の

思
想
史

─
論
じ
ら
れ
た
三
つ
の
時
代

─
」（『
思
想
』
二
〇
一
八
年
六
号
、
岩
波
書
店
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
辻
氏
の
翻
訳
で
あ
る
。
前

者
は
、『
中
国
再
考
』
が
日
本
に
遅
れ
て
香
港
で
、『
何
為
「
中
国
」
？　

疆
域
、
民
族
、
文
化
与
歴
史
〔
何
が
「
中
国
」
か
？　

領
域
・
民

族
・
文
化
と
歴
史
〕』（
香
港
・
牛
津
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
際
に
増
補
さ
れ
た
一
章
を
日
本
語
に
訳
し
た
も
の
で

あ
る
。
日
本
語
版
『
中
国
再
考
』
は
全
五
章
で
あ
る
が
、
香
港
版
は
全
六
章
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
一
文
が
第
三
章
と
し
て
く
み
い
れ
ら

れ
て
い
る
。
後
者
は
、
葛
氏
が
、『
宅
茲
中
国
』、『
何
為
「
中
国
」
？
』
に
つ
づ
き
、
一
連
の
考
察
を
締
め
く
く
る
三
部
作
の
最
後
と
し

て
二
〇
一
七
年
に
『
歴
史
中
国
的
内
与
外
〔
歴
史
上
の
中
国
の
内
と
外
〕』（
香
港
・
香
港
中
文
大
学
出
版
社
）
を
出
版
し
、
そ
れ
を
受
け
て
お

こ
な
わ
れ
た
中
国
・
雲
南
で
の
講
演
の
日
本
語
訳
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
本
書
の
理
解
の
助
け
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
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四
、「
宅
茲
中
国
」
と
い
う
四
文
字
に
つ
い
て

─
「
中
国
」
が
意
味
す
る
も
の

　

つ
づ
い
て
、
原
著
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
本
書
日
本
語
訳
版
で
も
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
そ
の
ま
ま
用
い
た
「
宅
茲
中
国
」
の
四
字
に
つ
い

て
説
明
し
た
い
。

　

一
九
六
三
年
、
中
国
陝
西
省
宝
鶏
県
賈
村
か
ら
西
周
時
代
初
期
（
紀
元
前
一
一
世
紀
頃
）
の
青
銅
で
つ
く
ら
れ
た
酒
器
が
出
土
し
た
。
酒

器
と
い
っ
て
も
祭
祀
用
な
の
で
、
高
さ
三
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
口
径
二
八
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
一
四
・
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
大

型
で
あ
る
。
こ
の
酒
器
は
「
何か

」
と
い
う
人
物
に
ゆ
か
り
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
何か

尊そ
ん

」
と
呼
ば
れ
、
現
在
は
宝
鶏
青
銅
器

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
酒
器
の
内
底
部
に
銘
文
が
あ
り
（
銘
文
の
拓
本
は
本
書
二
ペ
ー
ジ
「
図
1
」）、「
宅
茲
中
国
」
は
そ
の
銘

文
中
に
見
え
る
一
文
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
現
在
の
と
こ
ろ
、「
中
国
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
も
っ
と
も
古
い
例
で
あ
る
。
で

は
、
紀
元
前
一
一
世
紀
に
記
さ
れ
た
「
中
国
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

暴
君
・
殷
の
紂
王
を
倒
し
、
周
を
建
国
し
た
武
王
は
ほ
ど
な
く
し
て
亡
く
な
る
。
父
の
あ
と
を
継
い
だ
成
王
（
在
位
、
前
一
〇
四
二
─
前

一
〇
二
一
）
は
あ
ら
た
に
成せ
い

周し
ゅ
うと
い
う
都
城
を
建
設
す
る
。「
何
尊
」
の
銘
文
は
、
こ
の
新
都
造
営
に
際
し
、
そ
れ
が
、
先
代
・
武
王
の
遺

志
で
あ
っ
た
こ
と
を
宣
言
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
殷
と
の
戦
い
に
勝
ち
、
そ
れ
を
天
に
報
告
す
る
武
王
の
言
葉
と
し

て
、
つ
ぎ
の
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
　

余
其
宅
茲
中
国
、
自
之
乂
民
。

　
　

余
は
其
れ
、
茲こ

こ

、
中
国
に
宅
し
、
之こ
こ

自よ

り
民
を
乂お
さ

め
ん
。

　
「
わ
た
し
は
こ
こ
中
国
に
居
を
構
え
て
、
こ
の
地
か
ら
民
を
治
め
よ
う
」。
こ
こ
に
出
て
く
る
「
中
国
」
と
は
、「
中
央
の
地
と
い
う
ぐ
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ら
い
の
意
味
で
、
成
周
周
辺
の
ご
く
狭
い
範
囲
を
指
し
て
い

る
」（
佐
藤
信
弥
『
周

─
理
想
化
さ
れ
た
古
代
王
朝
』、
中
公
新

書
、
二
〇
一
六
年
、
四
五
頁
）
と
さ
れ
る
。
成
周
と
は
今
の
河

南
省
洛
陽
付
近
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
洛
陽
が
「
中
央
の

地
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

武
王
に
滅
ぼ
さ
れ
た
殷
の
都
・
商

し
ょ
う

邑ゆ
う

は
今
の
河
南
省
安
陽

県
付
近
で
あ
っ
た
。
周
の
武
王
が
都
と
し
て
い
た
鎬こ

う

京け
い

は
今

の
陝
西
省
西
安
付
近
で
あ
る
。
そ
し
て
武
王
の
遺
志
を
継
い

で
成
王
が
あ
ら
た
に
造
営
し
た
都
・
成
周
は
洛
陽
付
近
で
あ

る
。
安
陽
、
西
安
、
洛
陽
、
こ
れ
ら
三
地
点
を
地
図
上
で
見

る
と
、
洛
陽
は
ち
ょ
う
ど
安
陽
と
西
安
と
の
中
間
に
位
置
す

る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
「
国
」
の
字
は
「
地
域
」
と
い
っ

た
意
味
で
あ
っ
た
（
国
の
旧
字
「
國
」
の
く
に
が
ま
え
の
内
部

は
、「
域
」
の
「
或
」
の
字
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
、
今
日
言
う
と

こ
ろ
の
「
国
」
に
は
「
邦
」
の
字
を
用
い
た
）。
つ
ま
り
、
紀
元

前
一
一
世
紀
頃
の
「
中
国
」
と
い
う
言
葉
は
、「
二
地
点
の

中
間
の
地
域
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
洛
陽
が
「
中
央
の
地
」
で
あ
っ
た
の
は
、

厳
密
に
は
東
西
拠
点
（
東
の
商
邑
と
西
の
鎬
京
）
の
中
間
の
地

「何尊」
（杜迺松『古代青銅器』文物出版社、2005年、口絵より）
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
何
尊
」
に
「
中
国
」
と
刻
ま
れ
て
か
ら
一
〇
〇
〇
年
の
時
を
へ
だ
て
て
周
の
歴
史
を
つ
づ
っ
た
『
史
記
』
は
、
こ
の
新
都
造
営
に
つ

い
て
の
記
述
で
、
洛
陽
を
「
此
れ
天
下
の
中
」
と
す
る
。
こ
の
「
中
」
は
、
つ
づ
い
て
「
四
方
の
入
貢
の
道
里
均
し
」（
周
本
紀
）
と
あ
る

よ
う
に
、
中
間
地
点
で
は
な
く
、
四
方
の
中
心
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
道
里
均
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
距
離
的
に
均
等
な
四

方
の
中
心
」
で
あ
っ
た
。
周
は
い
く
つ
か
の
拠
点
を
も
つ
複
都
制
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
紀
元
前
一
一
世
紀
の
「
中
国
」
と
い
う
言
葉

に
観
念
的
な
「
天
下
の
中
心
」
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
あ
く
ま
で
「
即
物
的
に
語
ら
れ
る
」（
吉
本
道
雅
「
中
国
古

代
に
お
け
る
華
夷
思
想
の
成
立
」、
夫
馬
進
編
『
中
国
東
ア
ジ
ア
外
交
交
流
史
の
研
究
』
所
収
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
五
頁
）、「
中

央
の
地
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
も
と
は
単
な
る
距
離
的
、
地
理
的
な
意
味
で
し
か
な
か
っ
た
「
中
国
」
に
は
そ
の
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
は
、
早
く
も
紀
元
前
四
世
紀
に
、
こ
の
よ
う
な
知
的
認
定
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
二
地
点
間
の
中
央
地
域
を

「
混
沌
」
と
す
る
思
考
（『
荘
子
』
応
帝
王
篇
）
を
生
み
だ
し
は
し
た
も
の
の
、「
知
的
処
理
」
の
拡
張
が
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
中

国
」
と
い
う
言
葉
は
膨
張
を
つ
づ
け
、
つ
い
に
は
数
千
年
の
ち
の
現
代
に
お
い
て
葛
氏
が
本
書
で
お
こ
な
う
よ
う
な
分
析
を
待
つ
ま
で
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
葛
氏
は
、「
宅
茲
中
国
」
を
書
名
と
し
た
の
は
「
借
り
て
象
徴
と
し
た
だ
け
」（
本
書
「
は
じ
め
に
」）
と
す
る
が
、
ま

こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
、
本
書
の
翻
訳
に
つ
い
て

─
中
国
と
「
中
国
」
の
同
一
性

　

以
上
の
よ
う
な
背
景
を
も
つ
『
宅
茲
中
国
』
を
、
本
書
日
本
語
訳
版
は
『
中
国
は
〝
中
国
〟
な
の
か
』
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
語

タ
イ
ト
ル
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
は
か
な
り
頭
を
悩
ま
し
た
。『
宅
茲
中
国
』
そ
の
ま
ま
と
し
た
の
で
は
、
日
本
の
一
般
読
者
に
は
意
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味
が
通
じ
な
い
。
そ
れ
を
書
き
く
だ
し
て
、「
茲こ
こ

中
国
に
宅
す
」、「
茲こ

の
中
国
に
宅
す
」
と
い
っ
た
案
が
ま
ず
浮
か
ん
だ
が
、
こ
れ
も
ま

た
十
分
に
熟
し
た
表
現
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
内
容
を
く
ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
こ
と
と
し
た
。
と
は
い

え
、
こ
れ
も
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
歴
史
の
な
か
の
中
国
の
複
雑
性
を
多
面
鏡
に
照
ら
す
よ
う
に
描
き
だ
し
た
本
書
の

い
っ
た
い
ど
こ
を
切
り
と
っ
て
表
題
と
す
る
か
。
結
果
、
原
案
と
し
て
考
え
だ
し
た
も
の
は
三
〇
と
お
り
ほ
ど
に
も
の
ぼ
っ
た
。
東
方
書

店
編
集
部
と
の
た
び
か
さ
な
る
検
討
を
へ
て
、
本
タ
イ
ト
ル
に
決
定
し
た
。

　

地
理
的
な
中
国
、
そ
し
て
観
念
的
な
「
中
国
」、
双
方
の
成
立
要
件
と
な
る
構
成
要
素
。
そ
れ
ら
構
成
要
素
の
相
互
主
観
的
関
係
に
常

に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
均
衡
を
保
と
う
と
し
て
中
国
は
移
動
し
、「
中
国
」
は
変
容
し
つ
づ
け
た
。
そ
の
変
動
の
多
様
な
局
面

を
、
多
面
鏡
が
映
し
だ
す
中
国
と
い
う
比
喩
の
も
と
に
、
周
辺
を
含
め
た
膨
大
な
資
料
の
分
析
と
ね
ば
り
強
い
思
考
に
よ
っ
て
明
る
み
に

出
す
。
そ
う
し
て
浮
か
び
あ
が
る
「
中
国
」
の
複
雑
性
に
対
し
、
そ
こ
に
評
価
を
さ
し
は
さ
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
歴
史
の
な
か
の

「
中
国
」
と
し
て
複
雑
な
ま
ま
に
受
け
と
め
る
。
こ
の
よ
う
な
原
著
を
、
中
国
と
「
中
国
」
の
同
一
性
を
め
ぐ
る
論
考
と
と
ら
え
た
の
で

あ
る
。

　

一
方
で
、「
宅
茲
中
国
」
と
い
う
こ
の
四
文
字
を
書
名
に
残
し
た
い
と
の
思
い
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
評
判
を
呼
ん
だ
原
著
は
日

本
で
も
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
『
宅
茲
中
国
』
と
い
う
書
名
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
宅
茲
中
国
」
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
に
懸
念
さ
れ
た
の
は
、「
茲
」
が
常
用
漢
字
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

常
用
漢
字
で
な
い
漢
字
が
書
名
に
含
ま
れ
る
も
の
は
あ
る
か
。
書
棚
を
眺
め
て
み
た
が
、
固
有
名
詞
を
除
い
て
は
ま
っ
た
く
見
あ
た
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
時
、
遠
い
記
憶
の
な
か
か
ら
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
一
冊
の
書
が
あ
る
。『
河か

し
ょ
う殤
』
で
あ
る
。「
殤
」
は
常
用
漢
字
で
は
な
い
。

　
『
河
殤
』
が
話
題
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
の
終
わ
り
で
あ
っ
た
。
個
人
的
な
こ
と
に
な
る
が
、
当
時
、
外
語
大
の
学
生
と
し
て

現
代
中
国
語
を
専
攻
し
て
い
た
訳
者
は
、
授
業
で
話
題
に
な
っ
た
こ
の
本
を
図
書
館
で
見
つ
け
た
時
に
、
こ
の
見
な
れ
な
い
漢
字
が
強
く

印
象
に
残
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
当
時
は
「
河
殤
熱
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
現
象
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
す
っ
か
り
忘
れ
さ
ら
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れ
た
感
の
あ
る
こ
の
書
を
数
十
年
後
に
思
い
だ
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
「
殤
」
と
い
う
漢
字
の
た
め
で
あ
る
。
見
な
れ
な
い
漢
字
が

イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
思
い
つ
つ
、
数
十
年
ぶ
り
に
『
河
殤
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
を
手
に
と
っ
て
み
た
。
そ

の
翻
訳
者
が
辻
康
吾
氏
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
あ
と
が
き
に
『
河
殤
』
の
日
本
語
訳
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
悩
ん
だ
末
に
そ
の

ま
ま
と
し
た
と
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
内
容
が
中
国
が
背
負
い
つ
づ
け
る
黄
河
文
明
と
い
う
重
荷
に
切
り
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と

に
あ
ら
た
め
て
気
づ
き
、
不
思
議
な
つ
な
が
り
を
感
じ
て
、「
宅
茲
中
国
」
を
副
題
と
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

　
『
河
殤
』
は
八
〇
年
代
の
終
わ
り
、
苦
境
に
あ
っ
た
中
国
に
、
中
華
帝
国
は
と
っ
く
に
終
焉
を
迎
え
て
い
る
の
だ
と
の
自
覚
を
う
な
が

す
た
め
に
、
黄
河
文
明
へ
の
葬
送
曲
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
制
作
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
三
〇

年
。
中
国
は
「
台
頭
」（
葛
氏
に
よ
れ
ば
「
膨
張
」）
し
、
天
下
の
中
心
た
る
帝
国
意
識
が
ま
た
し
て
も
す
が
た
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
た
。
し

か
し
、
人
び
と
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
帝
国
と
し
て
の
「
中
国
」
と
は
ど
の
「
中
国
」
で
あ
る
の
か
。
広
大
な
版
図
を
誇
る
も
の
の
非
漢
民
族

に
支
配
さ
れ
た
元
や
清
で
あ
る
の
か
。
狭
い
領
土
で
は
あ
る
が
漢
民
族
王
朝
の
明
で
あ
る
の
か
。
弱
小
で
は
あ
る
が
中
華
民
族
同
一
性
が

形
成
さ
れ
た
宋
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
千
数
百
年
も
昔
の
漢
や
唐
で
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
黄
河
流
域
に
地
理
的
な
「
中

央
の
地
」
と
し
て
都
が
造
営
さ
れ
た
周
で
あ
る
の
か
。

　

人
び
と
が
も
つ
中
国
と
「
中
国
」
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
と
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
同
一
性
に
つ
い
て
、
本
書
は
読
む
人
各

自
の
思
考
の
な
か
で
整
理
す
る
手
だ
て
を
懇
切
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
訳
の
タ
イ
ト
ル
は
訳
者
と
し
て
こ
の
よ
う
な

思
い
を
こ
め
た
も
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

　

原
著
の
翻
訳
は
当
初
の
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
葛
氏
は
『
宅
茲
中
国
』
に
始
ま
る
三
部
作
を



訳者解説

351

完
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
完
結
編
と
な
っ
た
二
〇
一
七
年
の
『
歴
史
中
国
的
内
与
外
』
の
「
後
記
」
に
お
い
て
は
、『
宅
茲
中
国
』
の
日

本
語
訳
が
出
版
予
定
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
を
受
け
た
「「
何
が
中
国
か
？
」
の
思
想
史
」
の
辻
康
吾
氏
に
よ
る

「
解
題
」
に
お
い
て
も
同
様
の
告
知
が
あ
る
。
話
題
と
な
っ
た
原
著
の
日
本
語
訳
が
待
た
れ
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
た
び
に
胸
の
痛
む
思
い
で
あ
っ
た
。

　

遅
れ
た
こ
と
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
翻
訳
上
の
こ
と
の
み
あ
げ
て
お
き
た
い
。
原
著
に
は
膨
大
な
資
料
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
一
部
入
手
不
可
の
も
の
を
除
い
て
す
べ
て
原
典
の
確
認
を
お
こ
な
っ
た
。
訳
者
と
し
て
可
能
な
か

ぎ
り
著
者
の
思
考
を
追
体
験
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
時
間
を
要
し
た
。
そ
の
過
程
で
生
じ
る
ハ
ウ
リ
ン
グ
を
訳
注
と
し

て
処
理
し
た
い
と
の
思
い
も
あ
っ
た
が
、
煩
瑣
に
な
る
の
を
避
け
、
訳
者
の
注
釈
は
独
立
さ
せ
ず
に
〔　
　
　

〕
内
に
と
ど
め
る
の
み
と

し
た
（
た
だ
し
、
著
者
の
合
意
を
得
て
、
原
文
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
）。

　

翻
訳
の
過
程
で
は
、
時
に
、
不
明
な
箇
所
を
葛
兆
光
先
生
ご
本
人
に
メ
ー
ル
に
て
尋
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
び
に
、
翻
訳
が
遅

れ
て
い
る
こ
と
を
詫
び
る
の
で
あ
る
が
、
葛
先
生
は
い
つ
も
あ
た
た
か
い
言
葉
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
感
謝
の
念
に
た
え
な
い
（
個
人

的
な
こ
と
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
葛
先
生
の
最
初
の
日
本
で
の
出
版
と
な
る
『
道
教
と
中
国
文
化
』
に
お
い
て
さ
さ
や
か
な
が
ら
お
手
て
つ
だ
い
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
書
に
は
わ
た
し
の
名
前
が
小
さ
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
以
来
の
縁
で
あ
り
、
わ
た
し
に
は
先
生
で
あ
る
）。

　

原
著
に
は
韓
国
語
訳
と
英
語
訳
と
が
出
て
い
る
。
英
語
版
はH

ere in ʻChinaʼ I D
w

ell R
econstructing H

istorical D
iscourses 

of China for our T
im

e

（BRILL, 2017

）
で
あ
る
。
英
語
訳
に
つ
い
て
は
、
本
翻
訳
に
あ
た
っ
て
随
時
参
考
し
た
（
な
お
、
英
語
版
に
は

第
四
章
、
序
論
の
「
付
記
二
」、
第
三
章
の
「
付
録
」
が
な
く
、
ほ
か
に
も
本
文
、
注
釈
に
お
い
て
未
訳
の
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
韓
国
語
版
『
이 

중
국

에 

거
하
라
─‵

중
국
은 

무
엇
인
가‵

에 

대
한 

새
로
운 

탐
구
〔
こ
の
中
国
に
居
せ
よ　
「
中
国
は
何
者
か
」
に
対
す
る
新
た
な
探
求
〕』（
グ
ラ
ン
ア
リ
、

二
〇
一
二
年
）
は
全
訳
で
あ
る
。
部
分
的
に
独
自
の
注
釈
も
付
さ
れ
て
い
る
）。

　

さ
て
、
大
幅
に
遅
れ
て
い
た
翻
訳
作
業
の
最
後
の
詰
め
が
、
こ
の
た
び
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
遅
れ
を
と
る
こ
と
に
な
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っ
て
し
ま
っ
た
。
作
業
に
あ
て
る
時
間
が
つ
く
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
の
な
か
、
し
か
し
、
眼
前
に
展
開
す
る
の
は
、
ま
さ
に
本
書
で
描
か

れ
た
、
危
機
に
直
面
す
る
際
に
、
境
界
が
「
境
界
」
と
な
る
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
感
を
と
も
な
っ
て
本
書
を
世
に
送
り
だ
す

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
出
版
が
遅
れ
に
遅
れ
た
こ
と
の
せ
め
て
も
の
申
し
開
き
と
し
た
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
現
代
社
会
が
は
じ
め
て

経
験
す
る
危
機
と
、
そ
れ
に
よ
り
引
き
お
こ
さ
れ
る
国
際
秩
序
の
変
化
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
ま
さ
に
今
、
本
書
が
広
く
読
ま
れ
、

「
中
国
」
ひ
い
て
は
「
境
界
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
深
ま
る
契
機
と
な
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
本
書
第
二
章
と
第
三
章
に
つ
い
て
は
内
容
面
か
ら
そ
の
翻
訳
を
、
中
国
イ
ス
ラ
ー
ム
を
専
門
と
す
る
佐
藤
実
氏
に
お
願
い
し

た
。
氏
に
は
わ
た
し
の
担
当
箇
所
に
つ
い
て
も
随
時
、
意
見
を
求
め
、
有
益
な
助
言
を
も
ら
っ
た
。
最
終
的
に
橋
本
が
全
体
を
精
査
し
、

統
一
を
は
か
っ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
東
方
書
店
の
川
崎
道
雄
氏
、
家
本
奈
都
氏
に
は
、
長
期
に
わ
た
る
こ
の
翻
訳
作
業
を
し
ん
ぼ
う
強
く
支
え
て
く
だ
さ
り
、
ま

た
そ
の
過
程
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
ご
助
力
を
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
深
く
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。

【
主
要
著
作
】

　

葛
兆
光
氏
の
著
作
は
多
数
あ
る
が
、
本
書
と
関
係
す
る
も
の
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

『
中
国
思
想
史
』
全
二
巻
（
上
海
・
復
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
、
二
〇
〇
〇
年
）

既
述
の
と
お
り
、
一
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
に
の
ぼ
る
大
著
で
あ
り
、
通
常
の
思
想
史
と
は
異
な
り
、
文
字
、
図
像
、
地
図
、
文
学
作

品
、
図
書
目
録
、
類
書
な
ど
へ
考
察
の
対
象
を
広
げ
て
、
知
的
エ
リ
ー
ト
に
と
ど
ま
ら
ず
中
国
に
展
開
し
た
知
性
の
歴
史
の
総
体
を

論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
思
想
史
叙
述
の
方
法
に
つ
い
て
も
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
さ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

『
西
潮
又
東
風　

晩
清
民
初
思
想
、
宗
教
与
学
術
十
講
』（
上
海
・
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
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『
中
国
思
想
史
』
が
一
八
九
五
年
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
そ
れ
に
つ
づ
く
時
代
で
あ
る
清
末
民
初
の
学
術
界
の
動
向
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
に
対
し
て
、
末
木
文
美
士
氏
が
「
思
想
と
思
想
史

─
葛
兆
光
氏
の
近
業
を
め
ぐ
っ
て
」（『
思
想
』
二

〇
〇
七
年
九
号
、
岩
波
書
店
）
と
し
て
紹
介
、
批
評
し
て
い
る
。

『
想
像
異
域　

読
李
朝
朝
鮮
漢
文
燕
行
文
献
札
記
』（
北
京
・
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）

『
宅
茲
中
国
』
で
も
考
察
の
対
象
と
さ
れ
た
李
朝
朝
鮮
時
代
の
清
へ
の
使
節
が
残
し
た
「
燕
行
録
」
を
集
中
的
に
分
析
し
た
も
の
で

あ
る
。

『
且
借
紙
遁　

読
書
日
記
選
一
九
九
四
〜
二
〇
一
一
』（
桂
林
・
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）

原
著
執
筆
時
期
に
あ
た
る
読
書
日
記
か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
、
原
著
に
参
考
さ
れ
て
い
る
書
籍
も
多
く
登
場
す
る
。
原
著
の
形
成
の
一

端
を
う
か
が
え
て
興
味
深
い
。

『
何
為
「
中
国
」
？　

疆
域
、
民
族
、
文
化
与
歴
史
』（
香
港
・
牛
津
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）

既
述
の
と
お
り
、
日
本
で
の
『
中
国
再
考
』
出
版
の
の
ち
、
一
章
を
追
加
し
て
香
港
で
出
版
さ
れ
た
『
中
国
再
考
』
の
中
国
語
版
で

あ
る
。

『
歴
史
中
国
的
内
与
外　

有
関
「
中
国
」
与
「
周
辺
」
概
念
的
再
澄
清
』（
香
港
・
香
港
中
文
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）

既
述
の
と
お
り
、『
宅
茲
中
国
』、『
何
為
「
中
国
」
？
』
と
と
も
に
一
連
の
テ
ー
マ
を
も
つ
三
部
作
の
完
結
編
で
あ
る
。

『
思
想
史
研
究
課
堂
講
録　

視
野
・
角
度
与
方
法
』
全
三
冊
（
北
京
・
三
聯
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

大
学
で
の
講
義
録
。
思
想
史
研
究
を
お
こ
な
う
た
め
の
方
法
論
や
文
献
、
考
古
文
物
、
図
像
資
料
の
あ
つ
か
い
か
た
な
ど
が
平
易
に

説
か
れ
て
い
る
。
原
著
の
論
述
ス
タ
イ
ル
の
基
礎
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
参
考
に
な
る
。

　

ま
た
、
葛
氏
の
著
作
で
、
日
本
語
で
読
め
る
も
の
の
う
ち
本
書
と
関
係
す
る
も
の
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。
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『
道
教
と
中
国
文
化
』（
坂
出
祥
伸
監
訳
、
大
形
徹
・
戸
崎
哲
彦
・
山
本
敏
雄
訳
、
東
方
書
店
、
一
九
九
三
年
）

『
中
国
再
考　

そ
の
領
域
・
民
族
・
文
化
』（
辻
康
吾
監
修
、
永
田
小
絵
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

「『
海
潮
音
』
の
十
年

─
一
九
二
〇
年
代
仏
教
新
運
動
の
内
的
論
理
と
外
的
志
向
」（
上
）（
下
）（
土
屋
昌
明
訳
、『
思
想
』
二
〇
〇
二
年
一
一

号
、
一
二
号
、
岩
波
書
店
）

「
誰
の
思
想
史
か
？　

誰
の
た
め
の
思
想
史
か
？

─
日
本
に
お
け
る
日
本
近
代
思
想
史
研
究
と
そ
の
示
唆
す
る
も
の
」（
池
麗
梅
訳
、『
思

想
』
二
〇
〇
七
年
九
号
、
岩
波
書
店
）

「
周
辺
か
ら
中
国
を
見
る　

復
旦
大
学
文
史
研
究
院
の
近
五
年
間
に
お
け
る
関
連
研
究
の
概
括
」（
鈴
木
達
明
訳
、『
東
方
学
』
第
一
二
四
輯
、

東
方
学
会
、
二
〇
一
二
年
）

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
潮
流
の
中
で
各
国
史
に
ま
だ
意
義
は
あ
る
の
か
」（
羽
田
正
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
東
ア
ジ
ア
史
』
所

収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）

「「
中
華
民
族
」
の
由
来

─
二
十
世
紀
上
半
期
の
中
国
知
識
界
の
曲
折

─
」（
辻
康
吾
訳
、『
思
想
』
二
〇
一
六
年
六
号
、
岩
波
書
店
）

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

現
代
国
家
と
「
天
下
」
意
識
の
軋
み　

中
国
を
と
り
ま
く
ト
ラ
ブ
ル
の
根
底
と
展
望
」（
本
田
善
彦
、『
世
界
』
二
〇
一

六
年
八
号
、
岩
波
書
店
）

「「
何
が
中
国
か
？
」
の
思
想
史

─
論
じ
ら
れ
た
三
つ
の
時
代

─
」（
辻
康
吾
訳
、『
思
想
』
二
〇
一
八
年
六
号
、
岩
波
書
店
）

　

二
〇
二
〇
年
七
月
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