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序前
稿
「
先
秦
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
（
一
）
│
既
存
文
献
伝
承
に
み
え

る
そ
の
平
面
配
置
プ
ラ
ン
│
」
は
（
本
誌
第
六
二
号
）、
ま
ず
『
周
礼
』（
お

よ
び
『
礼
記
』）
の
各
記
事
を
彼
此
照
合
し
て
、『
周
礼
』
の
作
者
た
ち
が
認

識
し
て
い
た
周
王
朝
都
城
の
門
朝
・
城
郭
配
置
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
、つ
い
で『
春
秋
左
氏
伝
』（
お
よ
び『
国

語
』）
の
各
記
事
を
彼
此
照
合
し
て
、
そ
こ
か
ら
想
定
さ
れ
る
春
秋
時
代
列

国
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
考
察
の
結
果
を
今
一
度
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
．『
周
礼
』
の
作
者
た
ち
は
、
周
王
朝
都
城
の
内
城
は
北
か
ら
順
に
、

内
朝
│（
路
門
）│
治
朝
│（
応
門
）│
外
朝
│（
皋
門
）
と
い
う
、
三
朝

三
門
配
置
を
と
っ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
。
城
・
郭
の
配
置
に
つ
い

て
は
推
測
し
う
る
関
連
記
事
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
の
、
内
城
の
外
側

を
外
郭
が
大
き
く
囲
む
、
内
城
外
郭
配
置
を
と
っ
て
い
た
と
認
識
し
て

い
た
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。
な
お
『
礼
記
』
の
記
事
を
援
用
す
る
と
、

『
周
礼
』
の
作
者
た
ち
は
、
列
国
都
城
も
三
朝
三
門
配
置
を
と
っ
て
い

た
と
認
識
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
門
名
と
朝
名
に
は
若
干

の
違
い
が
あ
り
、
列
国
都
城
の
そ
れ
は
北
か
ら
順
に
、
路
寝
│（
路
門
）

│
内
朝
│（
雉
門
）│
外
朝
│（
庫
門
）
で
あ
る
。

二
．『
春
秋
左
氏
伝
』
の
各
記
事
は
、
春
秋
列
国
の
都
城
は
多
く
の
場
合
、

内
側
の
内
城
を
外
側
の
外
郭
が
大
き
く
囲
む
内
城
外
郭
配
置
を
と
っ
て

い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
各
記
事
は
ま
た
、
内
城
内
こ
そ
が

聖
な
る
宗
教
的
空
間
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
内
と
外
を
隔
離
す
る
宗

教
的
・
政
治
的
境
界
線
は
本
来
内
城
壁
で
あ
っ
て
外
郭
壁
で
は
な
く
、

軍
事
的
な
最
終
防
御
線
も
本
来
内
城
壁
で
あ
っ
て
外
郭
壁
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
内
城
内
の
門
朝
配
置
に
つ
い
て
は
、
推
測
し

う
る
関
連
記
事
が
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
の
、『
国
語
』
の
記
事
を
援
用

す
る
と
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
作
者
た
ち
も
三
朝
三
門
配
置
を
前
提
と

し
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

『
周
礼
』・『
礼
記
』・『
春
秋
左
氏
伝
』・『
国
語
』
以
外
の
典
籍
に
も
、
先

秦
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
に
か
か
わ
る
記
事
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

い
ず
れ
も
零
細
・
断
片
的
で
、
右
の
二
つ
の
要
約
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
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も
の
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
一
つ
、『
逸
周
書
・
作
雒
解
』
に
洛
邑
成
周
城

に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
記
事
が
あ
り
、
使
っ
て
み
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る

が
、
し
か
し
な
に
せ
こ
れ
は
来
歴
に
問
題
の
あ
る
資
料
で
あ
る
し
、
そ
れ
に

ど
れ
ほ
ど
詳
細
に
記
事
を
分
析
し
て
み
て
も
、
二
つ
の
要
約
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
は
や
は
り
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
既
存
文
献
伝
承
の
み
に
よ
る
作
業
を
ひ
と
ま
ず
こ

こ
で
打
ち
切
っ
て
、
次
の
作
業
に
進
む
こ
と
に
し
た
い
。
次
の
作
業
と
は
も

ち
ろ
ん
他
で
も
な
い
、
考
古
資
料
に
よ
る
先
秦
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
復

原
で
あ
る
。
中
国
考
古
学
の
め
ざ
ま
し
い
進
展
の
な
か
で
、
先
秦
都
城
の
遺

跡
も
数
多
く
が
発
掘
・
調
査
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
も
発
掘
・
調
査
の
現

場
を
経
験
し
た
、
い
く
人
か
の
第
一
線
の
研
究
者
た
ち
が
、
考
古
知
見
を
網

羅
的
に
整
理
し
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
お
り
、
先
秦
都
城
考
古
の
完
備
さ

れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
門
朝
・
城

郭
構
造
復
原
の
手
段
と
な
る
知
見
が
か
な
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

り
、
で
き
れ
ば
そ
の
知
見
の
す
べ
て
を
抽
出
す
る
作
業
を
早
速
に
始
め
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
遺
憾
な
が
ら
現
段
階
で
は
そ
の
作
業
を
先
送

り
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
理
由
は
単
純
で
、
い
か
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
整
備
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
知
見
の
抽
出
作
業
に
は
か
な
り
の
時
間
が

必
要
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
し
、
そ
れ
に
抽
出
し
た
す
べ
て
の
知
見
に
つ
い

て
、
そ
こ
か
ら
門
朝
・
城
郭
構
造
復
原
の
可
能
性
を
探
る
と
な
る
と
、
や
は

り
そ
う
と
う
の
時
間
を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
本
稿
で
の
作
業
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
特
定
の
先
秦
都
城
遺
跡

を
一
つ
だ
け
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
考
古
知
見
に
対
し
て
集
中
的
な
分
析
を
試

み
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
さ
ほ
ど
の
時
間
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
集
中
的
に
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
成
果
を

期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
先
秦
都
城
遺
跡
の
な
か
で
も
屈
指
の
考
古

知
見
を
も
ち
、
な
お
か
つ
そ
の
考
古
知
見
に
よ
る
門
朝
・
城
郭
構
造
の
復
原

に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
復
原
研
究
は
考
古
知
見
だ
け
で
は
な

く
、
既
存
の
文
献
伝
承
を
も
最
大
限
に
参
照
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
つ

ま
り
、
本
稿
で
あ
つ
か
う
先
秦
都
城
遺
跡
は
、
相
互
に
照
合
し
う
る
相
当
に

豊
富
な
考
古
知
見
と
相
当
に
豊
富
な
文
献
伝
承
を
、
門
朝
・
城
郭
構
造
を
あ

る
程
度
復
原
し
う
る
程
度
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
条
件

つ
き
に
な
る
。

そ
の
条
件
を
み
た
し
て
い
る
先
秦
都
城
遺
跡
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
そ
の
数
は
き
わ
め
て
少
数
な
の
で
あ
る
が
、
も
し
考

古
知
見
と
文
献
伝
承
の
双
方
を
も
っ
と
も
豊
富
に
も
っ
て
い
る
遺
跡
を
一
つ

だ
け
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
河
南
省
新
鄭
市
の
鄭
韓
故
城
で
は
な
か
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
魯
都
曲
阜
城
な
ど
は
、考
古
知
見
も
豊
富
で
『
春
秋
経
文
』

や
『
左
氏
伝
』
な
ど
に
相
応
の
記
事
が
残
存
し
て
は
い
る
が
、
ど
う
み
て
も

鄭
韓
故
城
の
豊
富
さ
相
応
さ
に
は
及
ば
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
判
断
を
信
じ

て
鄭
韓
故
城
遺
跡
を
と
り
あ
げ
、そ
の
考
古
知
見
と
文
献
伝
承
を
照
合
し
て
、

門
朝
・
城
郭
構
造
の
復
原
を
は
か
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

鄭
韓
故
城
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
春
秋
鄭
国
の
都
城
に
し
て
の
ち
戦
国

韓
国
の
都
城
に
な
っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
後
世
か
ら
の
呼
び
方
で
あ
り
、
今

そ
の
略
歴
を
、
鄭
の
武
公
が
陜
西
の
鄭
か
ら
新
鄭
の
鄭
に
移
動
し
て
き
た
と

考
え
ら
れ
る
前
七
六
九
年
か
ら
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

前
七
六
九
年
〜
前
三
七
五
年
（
三
九
四
年
間
）　

鄭
国
都
城　

十
四
世
・
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二
十
二
君
。

前
三
七
五
年
〜
前
二
三
〇
年
（
一
四
五
年
間
）　

韓
国
都
城　

九
世
・

八
君
。

本
稿
の
作
業
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
韓
国
都
城
時
代
よ
り
も
鄭
国
都
城

時
代
に
考
察
の
対
象
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
韓
国
都
城
よ
り

も
鄭
国
都
城
の
ほ
う
が
残
存
文
献
伝
承
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
残
存
文

献
伝
承
と
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
関
連
諸
記
事
で
あ
り
、
前
稿
で
す
で
に
そ

の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
引
い
た
の
は
、
こ
の
本
稿
で
の
作
業
に
あ
ら
か
じ
め

そ
な
え
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
．
鄭
韓
故
城
の
考
古
知
見

鄭
韓
故
城
の
考
古
知
見
と
い
え
ば
、
一
九
二
三
年
の
李
家
楼
鄭
公
大
墓
の

発
見
を
誰
し
も
思
い
う
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。〝
新
鄭
彝
器
〞
と
総
称
さ
れ
る

華
麗
な
青
銅
器
群
を
出
土
せ
し
め
た
こ
の
大
墓
の
発
掘
が
、
鄭
韓
故
城
考
古

工
作
へ
の
興
趣
を
か
き
た
て
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
周
知
の

よ
う
な
動
乱
に
よ
っ
て
考
古
工
作
は
ほ
と
ん
ど
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
年
月

が
す
ぎ
、
そ
の
実
現
は
人
民
共
和
国
の
成
立
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
は
、
他
の
中
国
考
古
学
の
工
作
と
同
様
で
あ
る
。
人
民
共
和
国
成
立
後
の

そ
の
鄭
韓
故
城
考
古
工
作
の
出
発
点
を
ど
こ
に
お
く
か
は
い
ろ
い
ろ
な
見
方

が
あ
ろ
う
が
、
一
九
六
四
年
の
鄭
韓
故
城
文
物
調
査
小
組
（
総
責
任
者
安
金

槐
）
の
成
立
に
お
く
の
が
一
つ
の
見
方
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
数
え
る
と
、

す
で
に
六
十
年
近
い
年
月
が
経
過
し
て
お
り
、
鄭
韓
故
城
考
古
工
作
は
ほ
ど

な
く
還
暦
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
鄭
韓
故
城
の
考
古
工
作
は
、
こ
の
間
、
年

を
お
う
ご
と
に
活
発
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
年
を
お
う
ご
と
に
そ
の
成
果
が

拡
大
し
て
き
た
。
豊
富
に
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
そ
れ
ら
の
考
古
知
見
の
な

か
か
ら
、
ま
ず
は
門
朝
・
城
郭
構
造
の
復
元
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
知
見

を
な
ら
べ
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔
城
壁
・
城
門
〕
図
1
・
図
2

公
表
さ
れ
て
い
る
数
多
い
鄭
韓
故
城
平
面
図
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
城
壁

の
残
存
情
況
に
関
す
る
限
り
、
次
の
二
組
の
平
面
図
が
存
在
す
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

第
一
組
（
図
1
）

・ 

河
南
省
博
物
館
新
鄭
工
作
站
・
新
鄭
市
文
化
館
「
河
南
新
鄭
鄭
韓
故

城
的
鑚
探
与
試
掘
」（『
文
物
資
料
叢
刊
』
第
3
集
）
掲
載
。

第
二
組
（
図
2
）

・ 

新
鄭
市
文
物
管
理
局
『
新
鄭
市
文
物
志
』（
中
国
文
史
出
版
社
・

二
〇
〇
五
年
）
掲
載
。

・ 

河
南
省
文
物
考
古
研
究
所
『
新
鄭
鄭
国
祭
祀
遺
址
（
下
）』（
大
象
出

版
社
・
二
〇
〇
六
年
）
掲
載
。

・ 

樊
温
泉
「
鄭
韓
故
城
近
年
来
重
要
的
考
古
発
現
与
研
究
」（『
華
夏
考

古
』
二
〇
一
九
年
第
四
期
）
掲
載
。

図
1
は
も
っ
と
も
古
く
に
公
表
さ
れ
た
、
鄭
韓
故
城
平
面
図
の
基
礎
版
で

あ
る
。
比
較
的
保
存
状
態
の
よ
い
北
城
壁
と
東
城
壁
北
段
、
そ
れ
ほ
ど
で
は

な
い
が
残
存
を
目
視
し
う
る
東
城
壁
南
段
、
確
認
す
る
こ
と
が
や
や
困
難
な

南
城
壁
東
段
、
ご
く
一
部
し
か
確
認
し
え
な
い
南
城
壁
西
段
、
ま
っ
た
く
確

認
し
え
な
い
西
城
壁
、
お
よ
び
や
は
り
ご
く
一
部
し
か
確
認
し
え
な
い
大
城

壁
内
を
二
つ
に
わ
け
る
隔
壁
（
N
│
S
、
以
降
と
り
あ
え
ず
西
側
を
西
城
、
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東
側
を
東
城
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
）
と
い
う
残
存
情
況
は
、
公
表
以
来
の
こ

こ
三
十
年
間
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
各
城
壁
の
築
城
年
代

に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
春
秋
時
代
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
第
一
組
報
告
論
文

の
意
見
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
従
え
ば
、
春
秋
時
代
、
つ
ま
り
春
秋
鄭
国
の

都
城
は
す
で
に
図
1
の
よ
う
な
城
壁
配
置
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

図
2
は
図
1
を
も
と
に
、
図
1
公
表
以
降
に
公
表
さ
れ
た
三
つ
の
平
面
図

を
一
つ
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
東
西
南
北
の
城
壁
お
よ
び
隔
壁
の
配
置

は
図
1
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
が
、
一
つ
大
き
な
追
加
が
加
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
容
易
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
南
城
壁
東
段
の
北
側
、
洧

水
の
北
側
に
、
ほ
ぼ
そ
の
流
れ
に
並
行
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
城
壁
で
あ
る

（
S
│
E
）。
図
1
の
段
階
で
あ
る
い
は
す
で
に
こ
の
城
壁
の
存
在
に
は
気
づ

い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
図
2
の
段
階
に
い
た
っ
て
明
示

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
城
壁
の
築
城
年
代
で
あ
る
が
、
三
篇
の
論

著
は
い
ず
れ
も
戦
国
時
代
で
あ
る
と
断
言
し
て
お
り
、
三
篇
以
外
の
論
文
な

図 1

図 2
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ど
を
検
索
し
て
み
て
も
、
い
ず
れ
も
意
見
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鄭

韓
故
城
の
城
壁
は
、春
秋
鄭
国
都
城
の
時
代
に
は
図
1
の
通
り
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
戦
国
時
代
に
な
る
と
│
そ
れ
が
ま
だ
鄭
国
都
城
の
時
で
あ
っ
た
か
あ

る
い
は
す
で
に
韓
国
都
城
の
時
に
な
っ
て
い
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が

│
、
一
条
の
城
壁
が
追
加
さ
れ
て
図
2
の
通
り
に
な
っ
た
と
こ
と
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。（
な
お
以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
呉
愛
琴
『
鄭
国
史
』（
科
学

出
版
社
・
二
〇
二
〇
年
）
に
整
理
さ
れ
て
い
る
知
見
を
逐
次
参
照
し
た
が
、

呉
氏
が
掲
げ
て
い
る
二
つ
の
鄭
韓
故
城
平
面
図
は
い
ず
れ
も
春
秋
鄭
国
都
城

の
そ
れ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
S
│
E
の
城
壁
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
呉
氏

も
S
│
E
の
築
城
は
戦
国
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
）。

こ
の
事
情
は
鄭
韓
故
城
の
城
郭
配
置
を
推
測
す
る
う
え
で
も
、
お
そ
ら
く

見
逃
せ
な
い
情
報
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
若
干
の
検
討
を
試
み
て
お
き
た

い
。
戦
国
時
代
築
城
の
城
壁
（
S
│
E
）
は
明
ら
か
に
洧
水
の
内
側
（
北
側
）

に
流
れ
に
並
行
し
て
築
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
洧
水
洪
水
の
城
内
侵
入
を
防

止
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
で

は
ど
う
し
て
、
春
秋
時
代
の
南
城
壁
東
段
（
P
│
Q
）
は
洧
水
の
外
側
（
南

側
）
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
お
そ
ら
く
南
城
壁
西
段
も
残

存
情
況
か
ら
し
て
洧
水
の
外
側
（
南
側
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
春
秋
時
代
の
南
城
壁
は
全
部
が
洧
水
の
外
側
（
南
側
）
に

位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
洧
水
の
洪
水
が
侵
入
す
る
の
を
防
ぎ

よ
う
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
城
内
に
河
川
の
流
れ
を
取
り
込
む
こ
と
は
あ
り
え

な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
戦
国
時
代
に
は
洪
水
侵
入
に
備
え
て
洧
水
の
内
側

（
北
側
）
に
築
城
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
措
置
は
春
秋
時
代
に
も
施
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
考
古
新
知
見
が
公
表
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
一
七
年
に
実
施
さ
れ
た
南
城
壁
墻
基
の
発
掘
結
果

で
あ
る
（
前
傾
樊
温
泉
報
告
・
図
2
C
）。
そ
こ
で
は
最
高
三
・
七
メ
ー
ト
ル

の
地
上
部
分
城
壁
と
最
深
六
メ
ー
ト
ル
の
地
下
部
分
墻
基
が
確
認
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
問
題
は
そ
の
外
側
に
深
さ
約
八
メ
ー
ト
ル
の
水
溝
が
確
認
さ
れ

た
こ
と
で
あ
り
、
発
掘
者
た
ち
は
、
こ
の
水
溝
は
洧
水
の
古
河
道
で
あ
る
可

能
性
が
高
く
、
南
城
壁
の
こ
の
部
分
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
城
壁
は
洧
水
古

河
道
の
内
側
（
北
側
）
に
河
道
に
面
し
て
建
造
さ
れ
、
そ
れ
は
河
流
と
城
壁

の
双
方
で
も
っ
て
防
御
機
能
を
高
め
、
か
つ
洧
水
古
河
道
洪
水
の
侵
入
を
防

ぐ
た
め
で
も
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
城
壁
発
掘

が
付
近
の
春
秋
時
代
文
化
遺
跡
の
発
掘
に
と
も
な
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
明
記
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
発
掘
者
が
こ
の
城
壁
部
分
を
春

秋
時
代
の
築
城
に
か
か
る
と
判
定
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
南
城
壁
東
段
（
P
│
Q
）
は
春
秋
時
代
に
あ
っ

て
は
洪
水
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
洧
水
古
河
道
の
内
側
（
北
側
）
に
設
置
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
春
秋
〜
戦
国
の
あ
る
時
点
で
洧
水
の
流
路
が
大
き
く

変
わ
っ
て
南
城
壁
東
段
の
内
側
（
北
側
）
を
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で

戦
国
時
代
に
洪
水
侵
入
に
備
え
て
、
そ
の
新
河
道
＝
洧
水
の
内
側
（
北
側
）

に
新
た
に
城
壁
（
S
│
E
）
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
。
春
秋
時
代
築
城
の
南

城
壁
東
段
（
P
│
Q
）
は
流
路
変
更
以
降
も
も
ち
ろ
ん
そ
の
ま
ま
存
続
し
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
城
壁
は
当
初
は
洧
水
古
河
道
の
内
側
（
北
側
）
に
存

在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
春
秋
時
代
当
初
か
ら
洧
水
河
道

の
外
側
（
南
側
）
に
築
か
れ
た
か
の
よ
う
な
状
況
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
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と
い
う
想
定
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

鄭
韓
故
城
の
平
面
図
を
開
く
場
合
、
洧
水
、
つ
ま
り
現
在
の
双
洎
河
の
流

路
は
春
秋
鄭
国
都
城
時
代
か
ら
今
日
ま
で
ま
っ
た
く
変
わ
り
は
な
か
っ
た

と
、
な
ん
と
な
く
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
う

考
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
一
度
た
ち
ど
ま
っ
て
熟
考
し
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
西
城
の
ご
と
き
は
、
も
し
春
秋
建
造
の
当
初

か
ら
洧
水
の
流
路
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
南
半
分
が
洧

水
洪
水
の
危
険
性
に
常
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
よ
う
な
危
険
性
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
当
然
、
建
造
当
初
の
洧
水
河
道
は
現
在
の
流
路
で
は
な
く
、
実
は
も
っ
と

南
を
流
れ
て
い
て
、
洪
水
を
受
け
る
危
険
性
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
流
路
が
北
に
、
つ
ま
り
現
在
の
流
路
に
移
動
し
た
た

め
、
危
険
度
が
各
段
に
増
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
想

定
が
ど
う
し
て
も
浮
か
ん
で
き
た
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
洧
水
河
道
の
変
遷
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
は
、
そ
う
そ
う
簡
単

に
結
論
が
で
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
の
内
城
の
位

置
を
論
じ
る
部
分
で
今
一
度
言
及
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ

で
は
流
路
変
遷
の
可
能
性
が
皆
無
で
は
な
い
こ
と
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど

め
て
お
き
た
い
。
な
お
、
各
図
に
は
流
路
に
変
遷
が
あ
っ
た
と
前
提
し
た
場

合
の
、
洧
水
古
河
道
＝
春
秋
時
代
の
流
路
の
想
定
流
路
を
示
し
て
い
る
。

図
1
と
図
2
を
め
ぐ
っ
て
は
、
も
う
一
つ
重
要
な
意
見
を
紹
介
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、第
一
組
報
告
論
文
で
は
西
城
・

東
城
を
分
か
つ
隔
壁
の
建
造
年
代
も
春
秋
時
代
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
隔
壁
は
戦
国
時
代
、
韓
国
都
城
に
な
っ
て
以

降
建
造
さ
れ
た
も
の
だ
と
の
意
見
が
存
在
す
る
。
馬
俊
才
「
鄭
、
韓
両
都
平

面
布
局
初
論
」（『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
』
一
九
九
九
年
二
期
）
の
意
見
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
対
す
る
反
応
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
こ
の
意
見
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
馬

氏
は
長
年
新
鄭
市
の
現
地
に
あ
っ
て
鄭
韓
故
城
の
発
掘
・
調
査
を
主
導
し
て

き
た
、
鄭
韓
故
城
考
古
の
専
門
家
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
馬
氏
が
根
拠
と
し

て
い
る
知
見
は
何
か
、
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
い
や
第
一
組
報
告
論

文
が
隔
壁
を
春
秋
時
代
の
建
造
と
し
て
い
る
論
拠
も
実
は
は
っ
き
り
せ
ず
、

こ
の
問
題
の
当
否
を
論
ず
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ

の
問
題
は
春
秋
鄭
国
都
城
時
代
の
墓
区
の
位
置
探
索
に
ど
う
も
少
な
か
ら
ぬ

影
響
を
与
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
後
の
そ
の
墓
区
の
位
置
を
論
じ
る
部

分
で
あ
ら
た
め
て
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
を
予
告
し
て
、
こ
こ
で
は
馬

氏
の
こ
の
特
異
な
意
見
が
存
在
す
る
こ
と
だ
け
に
注
意
を
う
な
が
し
て
お
き

た
い
│
馬
氏
の
意
見
に
し
た
が
え
ば
春
秋
鄭
国
時
代
に
西
城
・
東
城
と
い
う

区
分
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
区
分
は
城
内
各
地
点
を
指
示
す

る
際
に
便
利
な
区
分
で
あ
る
の
で
、
以
降
春
秋
鄭
都
に
関
す
る
各
種
の
意
見

を
紹
介
す
る
場
合
に
も
、
こ
の
区
分
表
記
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
）。

城
壁
に
は
当
然
城
門
が
つ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
城
門
の
位
置
に
つ
い
て

も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
東
西
南
北
の
城
壁
お
よ
び
隔
壁
に
は
二
十
数
か
所
に

缺
口
が
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
に
城
門
で
あ
っ
た
可
能
性
を
想
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
確
実
に
城
門
址
で
あ
る
と
考
古
学
的
に
判
定
さ
れ

て
い
る
の
は
三
門
で
あ
る
。
一
つ
は
西
城
北
城
壁
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
位
置
す

る
城
門
（
G
1
）、
一
つ
は
東
城
東
城
壁
北
段
に
位
置
す
る
城
門
（
G
2
）、

今
一
つ
は
東
城
西
北
角
で
近
年
確
認
さ
れ
た
城
門
（
G
3
）
が
そ
れ
で
あ
る
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（
G
3
の
発
見
は
二
〇
一
七
年
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
位
置
は
第
二
組

樊
温
泉
論
文
に
し
か
反
映
さ
れ
て
い
な
い
）。
三
門
い
ず
れ
も
春
秋
鄭
国
都

城
時
代
・
戦
国
韓
国
都
城
時
代
を
通
じ
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。今

一
つ
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
も
遺
構
が
確
認
で
き
な
い
西
城
南
城
壁
の
な

か
に
あ
っ
て
、
城
壁
の
存
在
を
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
〝
望
母
台
〞
と
よ

ば
れ
る
地
点
が
、
南
城
壁
ほ
ぼ
中
央
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
う
な

が
し
て
お
き
た
い（
望
）。
望
母
台
と
は〝
鄭
荘
公
望
母
台
〞の
こ
と
で
あ
り
、

母
子
の
仲
た
が
い
か
ら
図
ら
ず
も
実
母
を
追
放
し
て
幽
閉
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
荘
公
が
、
悔
恨
の
念
か
ら
実
母
の
方
向
を
望
む
た
め
に
建
て
た
と

い
う
も
の
で
、『
水
経
注
』「
洧
水
注
」
な
ど
が
そ
の
存
在
を
伝
え
て
い
る
。

た
だ
し
調
査
の
結
果
、
城
壁
の
存
在
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、
台
榭
建
築
の

遺
構
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

〔
宮
城
（
内
城
）
お
よ
び
祭
祀
遺
跡
〕
図
3

宮
城
区
の
候
補
地
と
し
て
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
西
城
中
央
か
ら

西
北
に
か
け
て
の
地
区
に
存
在
す
る
、
南
北
一
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
×
東
西

六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
夯
土
台
基
地
区
（
閣
）
と
、
そ
の
東
南
に
位
置
す
る
南

北
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
×
東
西
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
小
城
遺
跡
（
小
）
で
あ
る
。

前
者
は
現
在
の
閣
老
墳
村
一
帯
に
あ
た
る
が
、
梳
妝
台
と
よ
ば
れ
る
台
榭

遺
跡
が
残
存
し
て
い
る
な
ど（
梳
妝
台
と
は
鄭
国
の
公
女
が
他
国
に
嫁
ぐ
際
、

こ
こ
で
化
粧
を
し
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
）、
古
く
か
ら

鄭
韓
故
城
の
宮
殿
区
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
調
査
の
結
果
、
幅

一
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
城
壁
と
、
そ
れ
を
囲
む
幅
一
五
メ
ー
ト
ル
深
さ
五
〜

八
メ
ー
ト
ル
の
城
濠
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
が
鄭
国
都
城
時
代
・
韓
国

都
城
時
代
を
通
じ
て
宮
殿
区
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
が
、
一
つ
の
通
説
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

後
者
は
現
在
の
新
鄭
市
博
物
館
の
北
側
に
あ
た
る
が
、
中
央
部
で
発
見
さ

れ
た
南
北
一
一
五
メ
ー
ト
ル
×
東
西
九
八
メ
ー
ト
ル
の
台
基
を
宗
廟
大
殿
に

あ
て
、
ま
た
出
土
し
た
長
さ
三
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
石
圭
を
〝
祖
碑
〞
に
あ

て
る
な
ど
、
こ
こ
を
宗
廟
遺
跡
と
み
な
す
意
見
、
そ
れ
も
春
秋
鄭
国
都
城
の

そ
れ
で
は
な
く
、
戦
国
韓
国
都
城
の
宗
廟
遺
跡
で
あ
る
と
み
な
す
意
見
が
根図 3
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強
い
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
二
つ
の
遺
構
区
の
発
掘
・
調
査
は
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
か
、
他
な
ら
ぬ
馬
俊
才
氏
は
右
の
通
説
的
な
意
見
と
は
異

な
っ
た
、
独
自
の
意
見
を
提
出
し
て
は
ば
か
ら
な
い
（
馬
氏
前
掲
論
文
）。

馬
氏
の
意
見
は
、
春
秋
鄭
国
都
城
の
宮
殿
区
を
東
城
中
央
西
北
よ
り
の
、
新

鄭
市
政
府
の
北
側
、
南
北
約
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
×
東
西
約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
遺
跡
区
画
に
お
く
も
の
で
あ
る
（
政
）。
あ
わ
せ
て
そ
の
北
端
の
南
北

八
〇
メ
ー
ト
ル
×
東
西
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
遺
跡
区
画
が
鄭
国
都
城
の
宗
廟

遺
跡
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（
北
）。
も
ち
ろ
ん
閣
老
墳
一
帯
の
夯
土

台
基
地
区
が
春
秋
時
代
の
台
基
地
区
で
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
そ
こ
は
宮
殿
区
か
ら
西
に
離
れ
た
鄭
国
都
城
の
〝
西
宮
〞
地
区

で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
国
韓
国
都
城
の
宮
城
区
と
宗
廟

遺
跡
に
つ
い
て
は
、
常
識
的
な
意
見
に
し
た
が
っ
て
、
閣
老
墳
一
帯
を
宮
城

区
、そ
の
東
南
の
小
城
遺
跡
を
宗
廟
遺
跡
│
馬
氏
は
宗
廟
あ
る
い
は
〝
国
朝
〞

と
い
っ
て
い
る
が
、
国
朝
と
は
周
制
プ
ラ
ン
の
外
朝
の
ご
と
き
も
の
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
│
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
要

す
る
に
、
春
秋
鄭
国
都
城
の
宮
城
区
は
東
城
内
中
央
西
北
よ
り
に
存
在
し
た

が
、
戦
国
韓
国
都
城
で
は
そ
れ
が
西
城
中
央
西
北
よ
り
に
遷
徙
し
た
と
い
う

の
が
馬
氏
の
意
見
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
説
的
意
見　
　
　

馬
俊
才
氏
の
意
見

西
城
閣
老
墳
一
帯（
閣
）　

鄭
国
韓
国
宮
城
区　

鄭
国
西
宮
・
韓
国
宮
城
区

西
城
内
小
城
遺
跡（
小
）　

韓
国
宗
廟
区　
　
　

韓
国
宗
廟
区

東
城
市
政
府
北
側（
政
）　
（
鄭
国
宗
廟
区
）　　

鄭
国
宮
城
区

東
城
宮
城
区
北
端（
北
）　　
　
　
　
　
　
　
　

鄭
国
宗
廟
区

通
説
的
意
見
の
保
持
者
た
ち
が
馬
氏
の
意
見
に
ど
う
対
応
し
て
い
る
の

か
、
情
報
は
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
話
題
を
よ
ん
で
い
る
東

城
中
央
や
や
西
南
よ
り
の
〝
春
秋
鄭
国
都
城
祭
祀
遺
跡
〞
の
発
見
が
、
そ
の

対
応
の
一
つ
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
い
や
馬
氏
所
説
に
対
応
し
う
る
だ
け
で
は
な
い
、
こ
の
祭
祀
遺
跡
の

位
置
と
機
能
は
鄭
韓
故
城
の
門
朝
・
城
郭
配
置
の
復
原
に
お
い
て
見
逃
す
こ

と
の
で
き
な
い
知
見
で
あ
り
、ど
う
し
て
も
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
祭
祀
遺
跡
と
は
新
華
路
か
ら
金
城
路
に
か
け
て
存
在
し
て
い
る
次
の

三
つ
の
遺
跡
で
あ
る
。

①　

金
城
路
祭
祀
遺
跡
：
青
銅
礼
器
・
楽
器
坎
三
座
、
殉
馬
坎
三
座
。

②　

城
市
信
用
社
遺
跡
：
青
銅
礼
器
・
楽
器
坎
八
座
、
殉
馬
坎
五
五
座
。

③　

 

中
国
銀
行
新
鄭
分
行
遺
跡
（
中
行
遺
跡
と
略
称
さ
れ
る
）：
青
銅

礼
器
・
楽
器
坎
一
八
座
、
殉
馬
坎
四
五
座
。

三
遺
跡
の
う
ち
大
規
模
で
全
面
的
な
発
掘
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
③
の
中

行
遺
跡
で
あ
り
、そ
の
報
告
書
が
先
に
あ
げ
た
河
南
省
文
物
考
古
研
究
所『
新

鄭
鄭
国
祭
祀
遺
跡
（
上
・
中
・
下
）』（
大
象
出
版
社
・
二
〇
〇
六
年
）
と
い

う
三
巨
冊
に
他
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
鄭
韓
故
城
考
古
報
告
書
の
な
か
で

も
っ
と
も
大
部
な
報
告
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
鄭
韓
故
城
考
古
工
作
の
一
つ

の
金
字
塔
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
内
容
の
学
術
的
価

値
も
抜
き
ん
で
て
高
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
紹
介
は
し
ば
ら
く
お
く

こ
と
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
遺
跡
の
機
能
と
年
代
に
つ
い
て
の
報
告
者
の
結
論

の
み
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
こ
の
遺
跡
は
祭
祀
遺
跡
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
社
稷
の
遺
構
で
あ
る
。

（
な
お
報
告
者
は
、
①
金
城
路
祭
祀
遺
跡
と
②
城
市
信
用
社
祭
祀
遺
跡
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も
社
稷
の
遺
構
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
社
稷
が
三
箇
所

に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
『
礼
記
』「
祭
法
」
な
ど
に
い

う
〝
一
国
三
社
〞
の
制
（
都
城
に
は
国
君
の
社
祀
・
支
配
者
層
の
社
祀
・

一
般
民
の
社
祀
の
三
社
が
お
か
れ
る
と
い
う
制
）
が
実
現
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
相
互
至
近
の
場
所
に
三
箇
所
の
祭
祀
遺
跡
が
存
在
す
る

こ
と
自
体
が
逆
に
三
遺
跡
が
三
社
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
の
が
報
告
者
の
意
見
で
あ
る
）。

・
使
用
年
代
は
春
秋
中
期
、
鄭
の
文
公
・
穆
公
か
ら
襄
公
・
成
公
の
時
代

で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
は
春
秋
鄭
国
都
城
の
社
稷
で
あ
っ
た
と
判
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
次
の
よ
う
な
想
定
を
提
出
し
て
い
る
。

・
中
行
遺
跡
が
社
稷
の
遺
構
で
あ
る
の
に
対
し
て
、新
鄭
市
政
府
の
北
側
、

よ
り
具
体
的
に
は
政
府
以
北
・
黄
水
路
以
南
・
市
一
中
操
場
以
東
・
中

華
路
以
西
の
遺
跡
区
画
（
政
）
が
春
秋
鄭
国
都
城
の
宗
廟
の
遺
構
で
あ

る
。
こ
う
し
て
春
秋
鄭
国
都
城
の
社
稷
と
宗
廟
は
、
南
と
北
に
対
置
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
の
間
に
は
東
城
東
城
門
（
G
2
）
を
通
過
す

る
東
西
の
幹
線
街
路
が
走
っ
て
い
る（
D
│
G
2
）。春
秋
鄭
国
都
城
は
、

楊
寛
学
説
の
と
お
り
、
内
城
と
し
て
の
西
城
が
東
を
向
い
て
郭
域
と
し

て
の
東
城
を
支
配
す
る
〝
座
西
朝
東
〞
の
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
内
城

か
ら
東
を
み
て
東
西
幹
線
街
路
の
左
（
北
）
に
宗
廟
、
右
（
南
）
に
社

稷
と
い
う
配
置
は
、
ま
さ
し
く
儒
教
経
典
の
〝
左
祖
右
社
〞
の
実
現
で

あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
春
秋
鄭
国
都
城
が
座
西
朝
東
構
造
を
と
っ
て
い

た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
強
く
証
拠
づ
け
て
い
る
。

中
行
遺
跡
の
発
掘
総
責
任
者
に
し
て
『
新
鄭
鄭
国
祭
祀
遺
址
（
上
・
中
・

下
）』
の
執
筆
責
任
者
は
蔡
全
法
氏
で
あ
る
が
、
馬
俊
才
氏
は
発
掘
に
も
執

筆
に
も
、
い
わ
ば
蔡
氏
の
片
腕
と
し
て
参
加
し
て
い
る
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一

人
で
あ
る
。
馬
氏
が
春
秋
鄭
国
都
城
の
宮
殿
区
と
み
て
い
る
市
政
府
北
側
の

遺
跡
（
政
）
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
『
新
鄭
鄭
国
祭
祀
遺
址
』
が
春
秋
鄭

国
都
城
の
宗
廟
遺
跡
（
政
）
に
あ
て
て
い
る
遺
跡
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
か

ら
、
馬
氏
が
『
新
鄭
鄭
国
祭
祀
遺
址
』
執
筆
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
し
て
、
宗

廟
遺
跡
に
あ
て
る
所
説
を
支
持
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
こ
を
宮
殿

区
に
あ
て
る
か
つ
て
の
自
説
を
撤
回
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

馬
氏
に
直
接
聞
い
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し

て
、
右
の
三
点
の
意
見
、
こ
と
に
三
点
目
の
意
見
は
、
鄭
韓
故
城
の
み
な
ら

ず
、
先
秦
都
城
全
体
の
平
面
構
造
復
原
に
重
要
な
影
響
を
も
ら
す
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。も
ち
ろ
ん
こ
の
意
見
に
正
面
か
ら
対
応
す
る
だ
け
の
準
備
は
、

今
の
と
こ
ろ
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
意
見
の
重
要
性
に
か
ん

が
み
て
、
一
応
賛
否
の
態
度
だ
け
は
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
苦
心
に
苦

心
を
重
ね
た
精
密
な
議
論
に
は
敬
意
を
表
す
る
が
、
現
段
階
で
は
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
二
つ
で
あ
る
。

一
．
東
城
内
部
に
は
墓
区
・
手
工
業
作
坊
区
・
倉
庫
区
な
ど
が
あ
ち
こ
ち

に
分
布
し
、
確
か
な
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
当
然
一

般
居
住
区
も
あ
ち
こ
ち
に
分
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
情
況

は
東
城
内
部
が
外
郭
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、そ
の
こ
と
は『
新

鄭
鄭
国
祭
祀
遺
址
』
の
執
筆
者
た
ち
も
認
め
て
い
る
（
前
言
で
〝
東
城

是
廓
城
〞
と
い
っ
て
い
る
）。
神
聖
な
施
設
で
あ
る
宗
廟
・
社
稷
が
外

郭
に
設
置
さ
れ
て
い
る
事
例
が
他
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
前
稿
で
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は
、『
周
礼
』
で
は
宗
廟
・
社
稷
は
ど
こ
に
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、『
春
秋
左
氏
伝
』
の
記
事
は

都
城
の
宗
廟
・
社
稷
の
配
置
位
置
を
ど
う
伝
え
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
主
要
な
課
題
の
一
つ
に
設
定
し
、
鋭
意
関
連
記
事
の
捜

索
に
務
め
た
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
有
効
な
記
事
を
一
つ
も
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
魯
都
曲
阜
の
周
社
と
亳
社
が
外
朝
に

お
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
を
は
じ
め
、
ど
う
や
ら
宗
廟
と
社
稷

は
内
城
内
（
外
朝
）
に
置
か
れ
る
の
が
原
則
で
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
て

い
た
ら
し
い
の
に
対
し
て
、
外
郭
に
置
か
れ
る
の
が
原
則
で
そ
れ
が
実

行
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
を
示
唆
す
る
事
例
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
だ
け

は
確
認
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
な
か
で
、
春
秋
鄭
国
都

城
だ
け
に
、
そ
の
宗
廟
・
社
稷
の
位
置
を
外
郭
域
に
設
定
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

二
．
東
西
の
幹
線
街
路
（
D
│
G
2
）
を
は
さ
ん
で
宗
廟
と
社
稷
が
線
対

称
の
位
置
に
あ
る
と
な
る
と
、
G
2
は
い
わ
ば
東
大
門
で
、
こ
の
幹
線

街
路
は
宮
殿
区
の
正
面
か
ら
東
に
の
び
る
都
城
の
中
心
軸
と
し
て
の
、

い
わ
ば
〝
都
大
路
〞
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
こ
で
こ
の
幹
線
街

路
を
ま
っ
す
ぐ
西
へ
進
ん
で
い
く
と
（
こ
の
幹
線
街
路
は
現
在
の
洧
水

路
に
ほ
ぼ
重
な
る
）、
西
城
内
東
南
に
残
存
す
る
旧
新
鄭
県
城
の
東
城

壁
南
段
に
つ
き
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
は
の
ち
に
取
り
上
げ
る
李

家
楼
鄭
公
大
墓
に
至
近
の
場
所
で
あ
り
、
鄭
韓
故
城
考
古
工
作
者
た
ち

が
鄭
国
都
城
の
宮
城
区
で
あ
る
と
常
識
的
に
考
え
て
い
る
西
城
西
北
閣

老
墳
一
帯
か
ら
は
、
南
へ
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
離
れ
て
い
る
。
し

か
も
そ
の
旧
新
鄭
県
城
東
城
壁
南
段
一
帯
か
ら
は
、
宮
城
区
に
相
当
す

る
よ
う
な
遺
構
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
西
城
西
北
部

の
宮
城
区
か
ら
〝
都
大
路
〞
が
東
へ
走
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、〝
都

大
路
〞
は
な
ぜ
か
宮
城
区
か
ら
東
南
へ
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
地

点
か
ら
東
へ
走
る
よ
う
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
大
路
の
左
（
北
）
右

（
南
）に
宗
廟
・
社
稷
が
く
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。せ
っ

か
く
〝
左
祖
右
社
〞
の
配
置
を
実
現
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は

き
わ
め
て
不
完
全
な
実
現
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う

な
不
完
全
さ
の
ま
ま
な
の
か
、い
ぶ
か
し
さ
が
つ
の
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
い
ぶ
か
し
さ
を
つ
き
つ
め
て
い
け
ば
当
然
、
そ
も
そ
も
（
政
）
を

宗
廟
に
あ
て
③
（
お
よ
び
①
②
）
を
社
稷
に
あ
て
る
想
定
へ
の
不
安
に

い
き
つ
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
疑
問
は
『
新
鄭
鄭
国
祭
祀
遺
址
』
を
読
め
ば
誰
も
が
い
だ
く

で
あ
ろ
う
し
、
い
や
報
告
の
執
筆
者
た
ち
自
身
も
実
は
あ
る
い
は
い
だ
い
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
結
局
は
（
政
）
や
①
②
③
と
い
っ

た
祭
祀
遺
跡
の
性
格
を
ど
う
判
定
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
関
連
考
古
資
料
が
増
加
し
て
議
論
が
加
速
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と

思
う
。

春
秋
鄭
国
都
城
の
宮
城
区
と
宗
廟
の
位
置
に
つ
い
て
は
、馬
氏
論
文
と『
新

鄭
鄭
国
祭
祀
遺
址
』
で
右
の
よ
う
な
意
見
の
相
違
が
あ
り
、
そ
し
て
後
者
の

意
見
が
絶
対
多
数
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
戦
国
韓
国
都
城
の
そ

れ
に
つ
い
て
と
な
る
と
、馬
氏
と
他
の
考
古
工
作
者
に
意
見
の
相
違
は
な
く
、

い
ず
れ
も
西
城
中
央
西
北
よ
り
の
閣
老
墳
一
帯
の
遺
跡
を
宮
城
区
に
あ
て
、

そ
の
東
南
の
小
城
遺
跡
を
宗
廟
（
馬
氏
は
宗
廟
も
し
く
は
国
朝
）
に
あ
て
る

通
説
的
意
見
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
つ
い
て
は
ど
う
や
ら
誰
も
異
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論
は
な
さ
そ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
戦
国
韓
国
都
城
に
あ
っ
て
は
、

宮
城
区
の
東
南
に
隣
接
し
て
宗
廟
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
通
説
的
意
見
の

支
持
者
た
ち
は
、
こ
れ
は
宮
城
の
南
面
左
手
に
宗
廟
が
位
置
す
る
〝
左
祖
〞

の
配
置
で
あ
り
、
つ
ま
り
戦
国
韓
国
都
城
は
座
北
朝
南
構
造
を
と
っ
て
い
た

と
み
な
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
前
掲
『
新
鄭
市
文
物
志
』）。

春
秋
鄭
国
都
城
＝
座
西
朝
東
構
造
↓
戦
国
韓
国
都
城
＝
座
北
朝
南
構
造

春
秋
鄭
国
都
城
か
ら
戦
国
韓
国
都
城
へ
の
交
替
は
、
座
西
朝
東
型
か
ら
座
北

朝
南
型
へ
の
転
換
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
楊
寛
学
説
の
再
検
討

に
一
つ
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔
墓
区
〕
図
4
。

墓
区
の
配
置
に
は
、
春
秋
鄭
国
時
代
と
戦
国
韓
国
時
代
の
そ
れ
に
、
は
っ

き
り
し
た
相
違
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
春
秋
鄭

国
時
代
の
墓
区
が
鄭
韓
故
城
城
内
・
城
外
の
双
方
に
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

戦
国
韓
国
時
代
の
墓
区
は
城
外
に
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い
う
相
違
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
城
内
に
戦
国
墓
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
ご
く
少
数
で
し
か
も
中
小
型
墓
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
大
量
で
し
か
も

大
中
小
型
墓
が
ま
ん
べ
ん
な
く
発
見
さ
れ
て
い
る
春
秋
墓
の
様
相
と
は
は
っ

き
り
し
た
差
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
相
違
が
き
わ
だ
っ
て
表

示
さ
れ
て
い
る
の
は
国
君
ク
ラ
ス
の
大
墓
墓
区
の
配
置
情
況
で
あ
り
、
十
か

所
に
及
ぶ
と
い
う
戦
国
韓
王
の
陵
墓
区
は
、
す
べ
て
鄭
韓
故
城
の
城
外
、
と

く
に
城
外
の
西
方
・
南
方
に
配
置
さ
れ
て
い
て
城
内
に
は
一
か
所
も
み
え
ず
、

対
し
て
春
秋
鄭
公
の
陵
墓
区
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
た
す
べ
て
が
城

内
に
あ
り
、
少
な
く
と
も
考
古
知
見
に
限
っ
て
い
え
ば
、
城
外
に
は
存
在
し

な
い
と
い
う
情
況
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
君
大
墓
墓
区
の
春
秋
か
ら

戦
国
へ
か
け
て
の
都
城
内
か
ら
都
城
外
へ
の
移
転
と
い
う
こ
の
事
情
は
、
先

秦
陵
墓
史
の
研
究
に
貴
重
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
各
墓
区
の
分
布
の
様
相
は
門
朝
・
城
郭
の
配
置
情
況
を
何
ら

か
の
点
で
反
映
し
て
い
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
予
測
の
も
と
に
こ
こ
で
も

鄭
韓
故
城
の
そ
れ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
た

だ
、
反
映
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
っ
て
も
、
門
朝
・
城
郭
の
配
置
情
況

と
は
い
う
ま
で
も
な
く
城
内
の
配
置
情
況
な
の
で
あ
る
か
ら
、
城
外
墓
区
の図 4
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位
置
が
ど
の
よ
う
な
点
で
城
内
の
門
朝
・
城
郭
配
置
を
反
映
し
て
い
る
か
と

な
る
と
、
そ
の
反
映
し
て
い
る
点
を
探
す
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
は

ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
墓
区
は
い
き
お
い
城
内
の

墓
区
に
限
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
い
や
、
実
は
城
内
の
墓
区
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
位
置
が
ど
の
よ
う
な
点
で
門
朝
・
城
郭
の
配
置
情
況
を
反
映
し
て
い
る
の

か
、
は
っ
き
り
し
た
事
例
の
発
見
は
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
い
よ
う
な
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
何
ら
か
の
事
例
が
み
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
に

先
秦
都
城
の
考
古
知
見
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
墓
区
の
分
布
を
省
略

し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
や
は
り
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
発
見
さ
れ
て

い
る
数
多
い
城
内
墓
区
の
な
か
か
ら
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思

う
。ま

ず
は
、
鄭
公
の
墓
葬
と
目
さ
れ
て
い
る
大
墓
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し

た
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
鄭
韓
故
城
考
古
の
出
発
点
と
も
い
う
べ
き
李
家

楼
大
墓
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
の
位
置
は
西
城
内
の
東
南
部
、

旧
新
鄭
県
城
の
東
南
隅
、
洧
水
北
岸
至
近
の
地
で
あ
る
（
李
）。
な
に
せ

一
九
二
三
年
の
発
掘
で
あ
っ
て
、
墓
主
を
推
測
で
き
る
よ
う
な
考
古
学
的
樹

情
報
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
墓
葬
の
規
模
・
副
葬
品
の

内
容
か
ら
し
て
、
新
鄭
の
人
た
ち
が
こ
れ
を
〝
鄭
公
大
墓
〞
と
呼
ん
で
い
る

よ
う
に
、
春
秋
鄭
公
の
墓
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
で
は
そ
の
鄭
公
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

周
知
の
よ
う
に
大
墓
発
見
以
来
異
論
の
続
出
が
続
い
て
お
り
、
今
日
に
至
る

も
い
ま
だ
定
説
を
み
て
い
な
い
。
定
説
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
の

意
見
も
一
長
一
短
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
が
、
た
だ
こ
の
大
墓
が

発
見
さ
れ
た
李
家
楼
と
い
う
位
置
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
論
点
に

限
っ
て
い
え
ば
、
楊
文
勝
氏
の
所
説
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

思
う
（
楊
氏
「
新
鄭
李
家
楼
大
墓
出
土
青
銅
器
研
究
」『
華
夏
考
古
』

二
〇
〇
一
年
三
期
）。

楊
氏
所
説
の
結
論
は
、
墓
主
を
霊
公
と
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
の

一
つ
と
し
て
、
楊
氏
は
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
興
味
深
い
論
証
を
ほ
ど
こ
し

て
い
る
。

霊
公
は
、
前
六
〇
五
年
に
臣
下
の
子
家
に
よ
っ
て
弑
殺
さ
れ
た
。
霊
公

に
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
子
公
が
先
手
を
う
っ
て
子
家
と
共
謀

し
、
霊
公
を
殺
害
し
た
の
で
あ
る
（『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
四
年
）。
そ

の
六
年
後
に
子
家
が
死
ぬ
と
、
鄭
の
人
々
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
君
主
殺
害

の
大
罪
で
子
家
を
処
罰
し
、
子
家
の
墓
を
暴
き
、
そ
の
一
族
を
追
放
す

る
と
と
も
に
、
幽
公
を
改
葬
し
、
あ
ら
た
め
て
諡
号
を
霊
公
と
改
め
た

（『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
十
年
）。
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
、
死
後
六

年
た
っ
て
改
葬
さ
れ
た
霊
公
は
他
の
多
数
の
鄭
公
が
眠
る
墓
区
に
は
埋

葬
さ
れ
ず
、
一
人
ぽ
つ
ん
と
離
れ
て
李
家
楼
の
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
李
家
楼
に
は
鄭
公
大
墓
以
外
に
鄭
公
墓
ク
ラ
ス
の
大
墓
が
見
え

な
い
と
い
う
事
情
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
墓
主
が
改
葬
さ
れ
た
霊

公
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
意
訳
）。

李
家
楼
に
は
、
い
く
つ
か
の
中
小
型
墓
が
見
え
る
も
の
の
、
鄭
公
墓
と
目

さ
れ
る
大
墓
は
た
だ
一
座
の
み
で
あ
る
、
つ
ま
り
李
家
楼
墓
区
の
位
置
は
多

数
の
鄭
公
墓
が
集
合
し
て
い
る
位
置
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
次
に
あ
げ
る
后
端

湾
墓
区
を
い
う
の
で
あ
る
が
）
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
に
注
目
し
た

こ
の
論
証
は
、
そ
の
着
眼
に
お
い
て
敬
服
に
値
す
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、

霊
公
以
外
の
鄭
公
が
何
ら
か
の
理
由
で
集
合
墓
区
か
ら
一
人
離
れ
て
埋
葬
さ
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れ
た
可
能
性
も
ま
っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
李
家

楼
に
鄭
公
墓
が
一
座
し
か
存
在
し
な
い
の
は
、
あ
く
ま
で
現
状
で
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
今
後
付
近
で
他
の
鄭
公
墓
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
着
眼
点
に
よ
っ
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
楊

説
が
、
李
家
楼
鄭
公
大
墓
墓
主
問
題
に
お
け
る
最
有
力
意
見
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
今
後
、
楊
氏
所
説
を
め
ぐ
る
議
論

が
大
い
に
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

さ
て
、
鄭
公
大
墓
が
存
在
す
る
李
家
楼
の
位
置
は
、
も
う
一
つ
の
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
南
城
壁
西
段
に
か
な
り
接
近
し
て
い
る
と
は

い
え
、
西
城
の
外
側
で
は
な
く
確
か
に
内
側
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。

西
城
城
壁
の
規
模
は
、北
城
壁
二
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
、東
城
壁
（
隔

壁
）
は
I
│
P
を
取
れ
ば
お
よ
そ
三
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
N
│
S
を
取
っ
た

と
し
て
も
お
よ
そ
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
南
城
壁
と
西
城
壁
は
壁
長

を
推
測
し
う
る
ほ
ど
に
遺
構
が
残
存
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、
北

城
壁
・
東
城
壁
の
壁
長
か
ら
想
定
さ
れ
る
周
長
の
規
模
は
、
洛
陽
東
周
城
・

魯
都
曲
阜
城
な
ど
に
比
べ
れ
ば
や
や
短
い
も
の
の
、
し
か
し
、
春
秋
列
国
都

城
の
そ
れ
と
し
て
は
決
し
て
不
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
西
城
だ
け
で
も
、

そ
の
規
模
は
春
秋
鄭
国
の
都
城
と
し
て
決
し
て
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ

る
。
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
春
秋
左
氏
伝
』
に
よ
れ
ば
春
秋
列
国
の

都
城
は
原
則
と
し
て
内
城
外
郭
式
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
内
城

の
外
側
を
大
き
く
囲
む
城
壁
は
郭
壁
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
城

壁
に
穿
た
れ
て
い
た
城
門
は
郭
門
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
春
秋
鄭
国
都
城
の
西
城
城
壁
は
、
そ
の
規
模

か
ら
し
て
郭
壁
で
あ
り
、
そ
の
内
側
は
郭
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。す

な
わ
ち
、
李
家
楼
鄭
公
大
墓
は
春
秋
鄭
国
都
城
西
側
郭
壁
の
内
側
、
つ

ま
り
郭
域
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
春
秋
列
国
都
城
に
お
い
て
、
国
君

の
大
墓
が
郭
域
に
配
置
さ
れ
て
い
る
例
は
ど
れ
ほ
ど
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ

は
、
先
秦
各
都
城
遺
址
の
相
当
数
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
古
知
見
を

網
羅
的
に
整
理
す
る
後
の
作
業
に
お
い
て
問
題
に
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ

の
段
階
で
予
想
し
て
み
て
も
そ
の
例
は
そ
う
多
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
小

型
墓
は
と
も
か
く
、
国
君
大
墓
が
郭
内
に
配
置
さ
れ
て
い
る
例
は
少
数
で
あ

る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
李
家
楼
鄭
公
大
墓
は
、
そ
の
少
数
の
例
の
一

つ
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
少
数
例
と
い
う
点
に
お
い
て
だ
け
で
も
、
李
家
楼
鄭
大
墓

の
位
置
は
す
で
に
貴
重
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
郭
内
の
国
君

大
墓
は
、
郭
域
と
い
っ
て
も
そ
の
ど
の
あ
た
り
に
置
か
れ
た
例
が
あ
っ
た
の

か
を
例
示
し
う
る
点
に
お
い
て
も
、
実
は
貴
重
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

李
家
楼
鄭
公
大
墓
は
、
西
城
の
中
心
か
ら
は
大
き
く
東
南
に
は
ず
れ
た
、

南
城
壁
に
接
近
し
た
場
所
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
事
情
か
ら
は
、
洛
陽
東

周
城
に
お
け
る
春
秋
周
王
墓
の
配
置
位
置
が
、
類
推
例
と
し
て
ご
く
自
然
に

浮
か
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
（
図
5
。
徐
昭
峰
『
東
周
王
城
研
究
』
科
学
出
版

社
・
二
〇
一
九
年
：
図
7
│
9
）。
春
秋
周
王
墓
の
可
能
性
が
き
わ
め
て
高

い
と
さ
れ
る
四
座
の
大
墓
（
図
5
の
2
・
3
・
4
・
5
）
は
、
い
ず
れ
も
東

周
城
東
城
壁
に
接
近
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
東
城
壁
は
規
模
か
ら
し

て
ど
う
み
て
も
東
郭
壁
で
あ
っ
て
、春
秋
周
王
墓
四
座
は
郭
域
は
郭
域
で
も
、
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中
心
か
ら
大
き
く
は
ず
れ
た
地
点
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

中
心
か
ら
離
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、内
城
と
目
さ
れ
る
〝
王
宮
〞

か
ら
は
さ
ら
に
遠
く
離
れ
て
い
て
、
東
周
城
大
城
壁
（
郭
壁
）
の
中
央
を
中

心
点
と
し
て
、
ほ
ぼ
西
南
隅
│
東
北
隅
と
い
う
点
対
象
の
位
置
関
係
に
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

洛
陽
東
周
城
の
春
秋
王
墓
に
つ
い
て
の
こ
の
事
情
を
、
も
し
鄭
韓
故
城
西

城
東
南
の
李
家
楼
鄭
公
大
墓
の
配
置
位
置
に
援
用
す
る
な
ら
ば
、
春
秋
鄭
国

都
城
の
内
城
は
、
南
城
壁
に
接
近
す
る
李
家
楼
の
反
対
側
に
、
西
城
北
城
壁

に
接
近
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
李
家
楼
鄭
州
大
墓

│
西
城
東
南
辺
と
点
対
象
の
位
置
に
あ
る
西
城
西
北
辺
に
目
を
向
け
れ
ば
、

そ
こ
は
ま
さ
し
く
通
説
的
意
見
が
宮
城
区
に
あ
て
て
い
る
閣
老
墳
一
帯
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
配
置
関
係
は
通
説
的
意
見
の
正
し
さ
を
強
く

証
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
春
秋
鄭
国
都
城
の
内
城
は
│

通
説
的
意
見
に
い
う
宮
城
区
が
内
城
そ
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
宮
城
区

は
内
城
内
の
一
区
画
で
あ
る
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
│
、
洛
陽
東
周
城
の

内
城
（
王
宮
）
│
春
秋
周
王
墓
の
位
置
関
係
と
同
様
に
、
西
城
内
の
中
央
か

ら
北
城
壁
に
か
け
て
の
地
域
に
存
在
し
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

鄭
韓
故
城
西
城
や
洛
陽
東
周
城
の
こ
の
よ
う
な
国
君
大
墓
の
配
置
情
況

が
、
他
の
春
秋
列
国
都
城
に
通
じ
て
見
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ

ん
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
郭
内
に
国
君
大
墓
が
配
置
さ
れ

る
場
合
、
そ
れ
は
郭
内
の
は
ず
れ
に
配
置
さ
れ
、
し
か
も
そ
こ
は
内
城
か
ら

か
な
り
離
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
い
う
例
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
李
家
楼
鄭
公
大
墓
の
配
置
場
所
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
の
一
例
と
な
っ

て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
貴
重
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鄭
公
大
墓
の
墓
区
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
今
一
つ
は
、
こ
れ
も
周
知
の
后

端
湾
墓
区
で
あ
る
（
后
）。
東
城
西
南
部
の
后
端
湾
村
に
位
置
し
て
お
り
、

か
つ
て
は
お
よ
そ
南
北
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
×
東
西
三
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
墓
区

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
調
査
で
そ
の
面
積
は
さ
ら
に
広

く
、
北
は
金
城
路
、
東
は
倉
城
村
ま
で
広
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。墓
数
も
目
下
の
と
こ
ろ
三
千
座
あ
ま
り
と
概
算
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
調
査
が
進
め
ば
当
然
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
発
掘
さ
れ
た
う
ち
の
数
多

い
墓
葬
が
、
土
坑
を
保
存
し
た
ま
ま
で
一
般
の
参
観
に
供
さ
れ
て
お
り
、
そ

図 5
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の
参
観
区
画
は
〝
鄭
王
陵
博
物
館
〞
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
十
五
座
の
大
型
墓
が
鄭
公
墓
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
だ

と
す
る
と
、
鄭
国
二
十
二
君
の
う
ち
七
割
が
こ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
も
っ
と
も
十
五
座
が
鄭
公
墓
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

い
ず
れ
も
も
っ
ぱ
ら
そ
の
墓
坑
の
大
き
さ
か
ら
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
副
葬

品
の
中
に
墓
主
が
鄭
公
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
う
る
器
物
が
見
え
て
い
る
か

ら
で
は
な
い
。
こ
の
点
一
抹
の
不
安
が
残
る
の
で
あ
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に

数
年
前
に
発
掘
さ
れ
た
三
号
車
馬
坑
の
内
容
が
、
こ
の
不
安
を
ゼ
ロ
に
等
し

い
ほ
ど
に
払
拭
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

后
端
湾
墓
区
の
西
北
端
に
位
置
す
る
三
号
車
馬
坑
を
発
掘
し
た
と
こ
ろ
、

南
北
最
長
一
一
・
七
メ
ー
ト
ル
・
東
西
最
長
一
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
・
深
さ
七
・

五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
巨
大
な
土
坑
か
ら
、
実
に
車
輛
四
八
輛
、
馬
一
二
四
頭

以
上
と
い
う
大
量
の
車
馬
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
鄭
韓
故
城
で

発
掘
さ
れ
て
い
る
車
馬
坑
と
し
て
は
最
大
規
模
で
あ
る
し
、
他
の
春
秋
列
国

国
君
の
陪
葬
坑
に
も
ほ
と
ん
ど
例
を
み
な
い
規
模
で
あ
る
。
こ
れ
を
鄭
公
以

外
の
墓
主
、
た
と
え
ば
卿
・
大
夫
ク
ラ
ス
の
墓
主
に
あ
て
る
こ
と
は
、
ど
う

見
て
も
無
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
陪
葬
坑
は
そ
の
位
置
か
ら
し
て
、
当
然
東
隣

の
〝
鄭
公
一
号
大
墓
〞
に
属
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
こ
の
鄭
公
一

号
大
墓
は
文
字
通
り
確
実
に
鄭
公
墓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
（
樊
温
泉
前
掲
論
文
）。
こ
の
鄭
公
一
号
大
墓
が
確
実
に
鄭
公
墓
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
の
墓
坑
規
模
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
他
の
十
四
座
の
大
型

墓
も
鄭
公
墓
で
あ
る
可
能
性
は
、
限
り
な
く
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
い
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
三
号
車
馬
坑
の
発
見
は
、
十
五
座
大
型
墓
の
墓
主
判

定
に
、
大
き
な
前
進
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。

李
家
楼
鄭
公
大
墓
と
后
端
湾
の
十
五
座
の
大
型
墓
、
今
の
と
こ
ろ
鄭
公
墓

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
は
以
上
あ
わ
せ
て
十
六
座
で
あ
る
。
今
後

十
七
座
目
以
降
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
十
二

座
の
う
ち
十
七
座
と
い
う
割
合
は
、
鄭
公
墓
区
の
配
置
位
置
を
推
測
す
る
の

に
十
分
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
鄭
公
墓
の
ほ
と
ん
ど

は
、
李
家
楼
か
ら
后
端
湾
に
か
け
て
の
洧
水
の
北
岸
│
東
岸
に
集
中
的
に
配

置
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
鄭
公
の
大
墓
は
、
い
ず
れ
の
鄭
公

も
原
則
と
し
て
、
こ
の
お
よ
そ
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
画
内
に
設
定
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
城
外
の
戦
国
韓
国
王
墓
の
墓
区
が
、
数
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
お
い
て
、
あ
ち
こ
ち
に
分
散
し
て
い
る
の
と
、
明
ら

か
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
事
情
は
、
先
秦
列
国
都
城
に
お
け
る

春
秋
列
国
国
君
墓
区
と
戦
国
列
国
国
君
墓
区
の
配
置
情
況
の
相
違
を
考
察
す

る
に
あ
た
っ
て
、
一
つ
の
重
要
な
検
討
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
中
小
型
墓
の
墓
区
で
あ
る
が
、
鄭
公
大
墓
に
つ
ぐ
ク
ラ
ス
の
中
型
墓

墓
区
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
東
城
内
東
北
張
龍
荘
の
墓
区
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
（
張
。『
中
国
考
古
学
年
鑑
二
〇
〇
一
』「
新
鄭
市
張
龍
荘
春
秋
墓
地
」

蔡
全
法
・
馬
俊
才
執
筆
）。
発
見
さ
れ
た
四
座
の
春
秋
墓
は
い
ず
れ
も
長
さ

約
十
一
メ
ー
ト
ル
・
幅
約
九
メ
ー
ト
ル
・
深
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
墓

坑
の
規
模
は
中
型
と
い
う
よ
り
大
型
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
大
き
さ

で
あ
る
。
鄭
公
大
墓
の
長
さ
が
い
ず
れ
も
約
十
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
の
に
は

及
ば
な
い
が
、
こ
の
四
座
の
墓
主
が
大
夫
の
な
か
で
も
上
級
ク
ラ
ス
の
人
物

で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
小
さ
い
中
型
墓
・
小
型
墓
の
墓
区
と
な
る
と
、城
内
各
所
に
点
々

と
散
在
し
て
い
る
。
前
掲
馬
俊
才
論
文
に
し
た
が
え
ば
、大
呉
楼
村
北（
呉
）・
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新
熱
電
厰
（
熱
）・
金
城
路
東
段
（
金
）・
河
李
村
（
河
）
な
ど
の
墓
区
で
あ

り
、
先
に
あ
げ
た
、
蔡
全
法
氏
た
ち
が
祭
祀
遺
跡
（
社
稷
）
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
中
行
遺
跡
の
一
画
か
ら
も
数
座
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
一
つ
探

索
し
て
い
け
ば
、
現
段
階
で
も
十
数
か
所
の
中
小
型
墓
墓
区
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
今
後
さ
ら
に
新
た
に
発
見
さ
れ
て
追
加
さ
れ
る
こ

と
も
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
中
小
型
墓
区
に
は
、
春
秋
墓
と
戦
国

墓
の
双
方
が
存
在
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
韓
王
陵
な

ど
の
大
墓
は
す
べ
て
城
外
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
小
型
墓
も
多
く

が
城
外
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
、
春
秋
墓
区

と
並
ん
で
あ
る
い
は
接
近
し
て
、
依
然
と
し
て
城
内
墓
区
に
配
置
さ
れ
る
中

小
型
墓
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
戦
国
で
あ
っ
て
も
い
ま
だ
鄭
国
都
城

時
期
の
墓
葬
で
あ
れ
ば
別
に
不
思
議
は
な
い
が
、
も
し
戦
国
韓
国
都
城
に

入
っ
て
か
ら
の
墓
葬
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
あ
る
の

か
、
い
ず
れ
城
内
各
中
小
型
墓
墓
区
の
詳
細
な
発
掘
報
告
を
ま
っ
て
、
あ
ら

た
め
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
春
秋
時
代
中
小
型
墓
墓
区
の
配
置
情
況
に
つ
い
て
は
、
も
う
二
点
、

注
意
し
て
お
き
た
い
事
情
が
あ
る
。
一
つ
は
南
城
壁
と
洧
水
に
挟
ま
れ
た
狭

い
範
囲
に
、
か
な
り
の
墓
数
を
も
っ
た
墓
区
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
馬
俊
才
論
文
が
あ
げ
て
い
る
前
掲
の
河
李
村
墓
区

（
河
）、
近
年
そ
の
一
部
が
発
掘
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
で
い
る
侯
家
台
墓
区

（
侯
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
（
樊
温
泉
前
掲
論
文
）。
あ
く
ま
で
城
内
で
あ
る

と
は
い
え
、
洧
水
に
よ
る
浸
食
を
敢
え
て
避
け
る
こ
と
な
く
、
城
壁
と
河
川

に
挟
ま
れ
た
幅
わ
ず
か
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
空
間
に
、
わ
ざ
わ
ざ
相
当
数

の
墓
数
を
も
っ
た
墓
区
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑

問
か
ら
は
、
春
秋
墓
区
が
配
置
さ
れ
た
時
点
で
は
洧
水
は
ま
だ
南
城
壁
外
側

（
南
側
）
の
旧
河
道
を
流
れ
て
い
て
、
現
河
道
に
移
っ
て
お
ら
ず
、
河
李
村

や
侯
家
台
に
は
洪
水
浸
食
の
お
そ
れ
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、

と
い
う
想
定
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
墓
区
の
位
置
は
、
春
秋

か
ら
戦
国
に
か
け
て
の
時
期
に
洧
水
の
河
道
が
南
か
ら
北
へ
移
動
し
た
か
ど

う
か
と
い
う
、
冒
頭
で
か
か
げ
た
例
の
問
題
の
解
決
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を
提

供
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
残
念
で
は
あ
る
が
、
目
下
の
と
こ

ろ
こ
れ
ら
春
秋
墓
区
の
考
古
知
見
に
は
、
ヒ
ン
ト
と
な
り
う
る
よ
う
な
知
見

は
発
見
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
よ
り
詳
細
か
つ
全
面
的
な
考
古
発
掘
の
実

施
を
ま
ち
た
い
と
思
う
。

今
一
つ
は
、
西
城
内
の
墓
区
・
手
工
業
区
な
ど
の
発
見
情
況
を
み
る
と
、

中
央
部
分
及
び
そ
の
付
近
四
周
に
は
、
そ
れ
ら
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
と
く
に
墓
区
が
そ
う
で
あ
り
、
南
城
壁
に
近
接
し
た
李

家
楼
（
李
）
や
侯
家
台
（
侯
）、東
城
壁
に
近
接
し
た
工
農
路
南
関
（
工
。「
新

鄭
県
工
農
路
南
関
西
周
至
北
朝
墓
葬
」『
中
国
考
古
学
年
鑑
一
九
九
三
』）
な

ど
、
西
城
内
の
辺
縁
部
に
は
見
え
て
い
る
が
、
中
央
部
分
及
び
そ
の
付
近
四

周
で
は
皆
無
に
等
し
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
情
況
は
、春
秋
鄭
国
都
城
時
代
・

戦
国
韓
国
都
城
時
代
を
通
じ
て
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中

心
部
分
及
び
そ
の
付
近
四
周
は
、
内
城
及
び
そ
こ
に
隣
接
す
る
公
共
施
設
の

配
置
区
で
あ
り
、
手
工
業
区
や
墓
区
を
配
置
す
る
こ
と
が
実
際
上
不
可
能
で

あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
の
事
実
は
、
鄭
国
都
城
の
内
城

も
韓
国
都
城
の
内
城
も
西
城
内
中
心
部
分
及
び
そ
の
付
近
四
周
に
存
在
し
た

と
考
え
る
、
通
説
的
な
意
見
を
傍
証
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
鄭
韓
故
城
の
考
古
知
見
の
な
か
か
ら
門
朝
・
城
郭
構
造
の
復
原
に
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か
か
わ
る
と
予
想
さ
れ
る
主
要
な
知
見
を
、
若
干
の
自
説
を
つ
け
て
取
り
上

げ
て
み
た
。
と
り
あ
げ
た
ほ
と
ん
ど
が
春
秋
時
代
の
知
見
で
あ
っ
て
、
戦
国

時
代
の
そ
れ
は
ご
く
少
な
い
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
が
、
門
朝
・
城

郭
構
造
の
復
原
に
か
か
わ
る
知
見
と
な
る
と
、
実
の
と
こ
ろ
、
春
秋
中
期
の

祭
祀
遺
跡
や
春
秋
鄭
公
墓
区
な
ど
、大
半
は
春
秋
鄭
国
都
城
時
代
の
も
の
で
、

戦
国
韓
国
都
城
時
代
の
も
の
は
発
見
が
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
閣
老
墳
一
帯
遺
跡
な
ど
は
、
も
う
少
し
発
掘
が
進
め
ば
戦
国
宮
城
区
の

様
相
が
そ
う
と
う
に
明
ら
か
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
宮

城
区
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
だ
け
が
可
能
な
程
度
の
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
だ

け
に
過
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
知
見
か
ら
推
測
さ
れ
て
く
る
門
朝
・
城
郭
構
造
と

は
、
実
際
に
は
春
秋
鄭
国
都
城
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
戦
国

韓
国
都
城
の
そ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
類
推
し
て
お
お
ま
か
な
情
況
を
推
測
す
る

し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
古
資
料
上
の
事
情
を
確
認
し
た
う
え

で
、
結
論
め
い
た
推
測
を
か
か
げ
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

春
秋
鄭
国
都
城
の
内
城
は
西
城
の
内
部
に
存
在
し
た
。
そ
の
位
置
は
お

そ
ら
く
、
中
央
部
分
か
ら
付
近
四
周
に
か
け
て
の
地
域
の
ど
こ
か
で
あ

る
。
中
央
北
よ
り
の
閣
老
墳
一
帯
│
小
城
遺
跡
は
、
そ
の
一
つ
の
候
補

地
で
あ
る
。
戦
国
韓
国
都
城
の
内
城
も
同
様
に
中
央
部
分
か
ら
付
近
四

周
に
か
け
て
の
ど
こ
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鄭
国
都
城
の
そ
れ

と
全
く
重
な
る
か
、
一
部
重
な
る
か
、
全
く
重
な
ら
な
い
か
は
推
測
で

き
な
い
。
そ
の
内
城
区
と
周
囲
の
四
城
壁
の
間
は
郭
域
で
あ
っ
て
、
し

た
が
っ
て
そ
こ
に
は
李
家
楼
鄭
公
大
墓
を
は
じ
め
い
く
つ
か
墓
区
が
配

置
さ
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
春
秋
鄭
国
都
城
の
西
城
は
四
城
壁
を
郭
壁

と
し
、
そ
の
内
部
に
内
城
が
置
か
れ
る
〝
内
城
外
郭
式
構
造
〞
を
と
っ

て
お
り
、
お
そ
ら
く
戦
国
韓
国
都
城
も
こ
の
構
造
を
踏
襲
し
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
春
秋
鄭
国
都
城
の
東
城
は
墓
区
・
手
工
業
区
・

住
居
区
な
ど
が
各
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
内
城
に
相
当
す
る
エ
リ

ア
は
ど
う
や
ら
見
ら
れ
な
い
。
墓
区
や
手
工
業
区
や
住
居
区
の
遺
跡
で

一
つ
一
つ
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
く
と
、
内
城
が
あ
り
そ
う
な
エ
リ
ア
は
存

在
し
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
│
本
来
な
ら
ば
こ
の
塗
り
つ
ぶ

し
作
業
に
つ
い
て
も
、そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、

こ
の
東
城
内
部
の
遺
跡
分
布
状
況
は
常
識
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
考
古
知
見
を
紹
介
し
た
上
述
の
説
明
に
お
い
て
は
こ
れ
を
省
略
し

た
│
。
お
そ
ら
く
戦
国
韓
国
都
城
も
こ
の
情
況
を
踏
襲
し
た
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
鄭
国
都
城
時
代
・
韓
国
都
城
時
代
を
通
じ
て
、
西
城
は

内
城
外
郭
式
構
造
を
も
っ
た
〝
西
郭
〞
で
あ
り
、
東
城
は
内
城
を
も
た

な
い
郭
域
の
機
能
だ
け
を
そ
な
え
た
〝
東
郭
〞
で
あ
っ
て
、
そ
の
西
郭

と
東
郭
が
西
│
東
に
連
結
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西

城
を
時
と
し
て
〝
内
城
〞
と
表
示
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
東

郭
（
外
郭
）
に
対
し
て
内
側
＝
政
治
的
区
画
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
使

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
内
城
外
郭
式
構
造
に
い
う
、
宮
殿
区
を
囲

む
内
城
と
は
指
示
す
る
意
味
も
大
き
さ
も
異
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
想

定
に
し
て
も
し
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
す
る
と
、
座
西
朝
東
型
か
座
北

朝
南
型
か
は
、
西
城
（
西
郭
）
内
部
に
存
在
し
た
内
城
が
ど
ち
ら
を
向

い
て
い
る
か
に
よ
っ
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
君
の
宮
城
が

配
置
さ
れ
て
い
る
西
城
が
、
墓
区
や
手
工
業
区
や
居
住
区
が
配
置
さ
れ

て
い
る
東
城
、
い
う
な
れ
ば
一
般
居
民
区
・
被
支
配
者
区
で
あ
る
東
城
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を
東
に
連
結
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
座
西
朝
東
型
と
は
判
定
で

き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

門
朝
・
城
郭
構
造
と
い
っ
て
も
、
門
朝
配
置
に
つ
い
て
は
何
も
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
城
郭
配
置
に
つ
い
て
の
み
、
右
の
よ
う
な
簡
単
な
推
測
が

で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
も
大
胆
す
ぎ
る
と
の
批
判
を
免
れ
そ
う
も
な

い
し
、
で
は
東
城
中
部
の
例
の
祭
祀
遺
跡
を
何
の
遺
跡
と
考
え
る
の
か
と

い
っ
た
質
問
も
発
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
現
時
点
で
の
結
論
と

し
て
、
こ
の
推
測
を
か
か
げ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
次
章
の
考
古

知
見
と
文
献
伝
承
を
照
合
す
る
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
推
測
を
前
提
と

し
て
実
施
す
る
こ
と
を
、
と
り
わ
け
内
城
は
西
城
（
西
郭
）
の
内
部
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

考
古
知
見
の
紹
介
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
後
に
一
つ
、
よ
り
大
胆
な

推
測
を
提
出
す
る
こ
と
を
了
解
願
い
た
い
。
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
、
西
城
と

東
城
を
わ
か
つ
隔
壁
の
建
造
を
戦
国
時
代
と
す
る
、
馬
俊
才
氏
の
意
見
に
対

す
る
賛
否
の
表
明
で
あ
る
。
今
一
度
、
西
城
南
辺
李
家
楼
（
李
）
か
ら
東
城

西
南
隅
后
端
湾
（
后
）
に
か
け
て
の
洧
水
北
岸
│
東
岸
で
発
見
さ
れ
て
い
る
、

鄭
国
都
城
時
代
の
墓
葬
配
列
情
況
を
整
理
し
て
み
る
と
、
ま
ず
西
北
側
に
李

家
楼
鄭
公
大
墓
と
そ
の
付
近
の
中
小
型
墓
お
よ
び
新
建
南
路
の
三
十
座
の
墓

葬
（
新
。「
新
鄭
県
新
建
南
路
両
周
及
両
漢
墓
葬
」『
中
国
考
古
学
年
鑑

一
九
八
九
年
』）
な
ど
が
並
び
、
そ
こ
か
ら
東
南
に
向
か
っ
た
后
端
湾
に
鄭

公
墓
と
目
さ
れ
る
十
五
座
の
大
型
墓
お
よ
び
三
千
座
あ
ま
り
と
も
い
わ
れ
る

中
小
型
墓
が
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
春
秋
鄭
国
時
代
に
、
こ
の
洧
水
北
岸
か

ら
洧
水
東
岸
に
か
け
て
の
西
北
│
東
南
の
ベ
ル
ト
地
帯
が
、
鄭
国
の
一
大
墓

区
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
鄭
公
墓
の
う

ち
十
六
座
が
こ
こ
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
墓
区
は
春

秋
鄭
国
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
墓
区
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
現

状
に
よ
れ
ば
、
こ
の
墓
区
は
郭
壁
に
よ
っ
て
西
北
部
と
東
南
部
に
分
断
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
春
秋
時
代
の
当
時
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
墓
区
を

城
壁
の
内
・
外
に
わ
け
て
、
わ
ざ
わ
ざ
連
続
さ
せ
な
い
よ
う
設
定
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
各
地
で
発
見
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
先
秦
時
代
墓

区
を
通
覧
し
て
み
て
も
、
墓
区
が
当
初
か
ら
城
壁
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い

る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
つ
ま
り
、
春
秋
鄭
国
の
時
代
に
自
ら
の
重
要
墓
区

を
自
ら
分
断
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
城
壁
を
建
造
し
て
分
断
し
た
の
は
、

当
た
り
で
あ
る
が
鄭
国
都
城
の
人
々
で
は
な
く
、
侵
入
者
と
し
て
鄭
国
に

と
っ
て
か
わ
っ
た
戦
国
韓
国
の
人
々
で
あ
る
可
能
性
を
捨
て
き
れ
な
い
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
春
秋
鄭
国
都
城
に
は
こ
の
隔
壁
は
存
在
せ
ず
、
戦
国

韓
国
都
城
に
な
っ
て
は
じ
め
て
建
造
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
こ

の
可
能
性
の
高
さ
を
信
じ
て
、
隔
壁
は
戦
国
韓
国
の
時
に
な
っ
て
建
造
さ
れ

た
と
み
る
馬
俊
才
氏
の
意
見
に
賛
同
し
た
い
と
思
う
。
お
そ
ら
く
戦
国
韓
国

時
代
に
洧
水
内
側
（
北
側
）
の
南
城
壁
（
図
2
S
│
E
）
が
建
造
さ
れ
た
際

に
、
ほ
ぼ
同
時
に
隔
壁
も
建
造
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
思
っ
て

目
を
こ
ら
し
て
み
れ
ば
、
S
の
部
分
で
こ
の
内
側
（
北
側
）
の
南
城
壁
と
隔

壁
が
一
本
の
城
壁
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
く
も
な
い
が
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
一
方
で
、
内
側
（
北
側
）
城
壁
（
S
│

E
）
の
建
造
年
代
が
戦
国
時
代
は
戦
国
時
代
で
も
、
韓
国
都
城
以
降
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
春
秋
鄭
国
都
城
に
は
そ
も
そ
も
西
城
（
西
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郭
）・
東
城
（
東
郭
）
と
い
う
連
結
配
置
は
存
在
せ
ず
、
鄭
国
都
城
は
、
西

城
分
の
面
積
と
東
城
分
の
面
積
を
あ
わ
せ
た
、
き
わ
め
て
広
大
な
郭
域
の
な

か
に
内
城
が
存
在
す
る
│
そ
の
位
置
は
西
北
部
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
│
、

内
城
外
郭
式
構
造
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

二
．
文
献
伝
承
と
の
照
合

鄭
韓
故
城
の
考
古
知
見
を
常
に
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
以
下
に
鄭
韓
故
城
に

関
す
る
文
献
伝
承
を
取
り
上
げ
て
両
者
の
照
合
を
は
か
り
た
い
と
思
う
が
、

と
り
あ
げ
る
文
献
伝
承
の
ほ
と
ん
ど
は
、
す
で
に
前
稿
で
取
り
上
げ
た
も
の

で
あ
る
。
あ
え
て
重
複
を
避
け
な
か
っ
た
の
は
他
で
も
な
い
、
前
稿
で
は
文

献
伝
承
の
み
を
考
察
の
手
段
と
し
た
の
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
先
に
あ
げ
た

考
古
知
見
と
の
照
合
を
は
か
る
こ
と
を
手
段
と
し
て
お
り
、
同
じ
文
献
伝
承

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
資
料
価
値
の
発
揮
の
さ
せ
か
た
に
は
っ
き
り
し
た
違
い

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
『
春
秋
左
氏
伝
』
か
ら
の
引
用
が
大
半
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
描
き
出
さ
れ
て
い
る
鄭
韓
故
城
の
様
子
は
、
も
っ
ぱ

ら
春
秋
鄭
国
都
城
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で

あ
る
が
、
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。（
図
6
・
7
が
以
下
の

論
述
で
使
用
す
る
鄭
韓
故
城
平
面
図
で
あ
る
。
ま
た
前
章
で
の
考
察
に
基
づ

き
、
以
下
に
は
、
西
城
を
〝
西
郭
〞、
東
城
を
〝
東
郭
〞、
外
側
の
大
城
壁
を

郭
壁
、
郭
壁
の
内
側
を
郭
域
と
表
示
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
）。

〔
洧
上
と
洧
淵
〕

・
夏
五
月
、
晋
韓
厥
・
荀
偃
帥
諸
侯
之
師
伐
鄭
、
入
其
郛
、
敗
其
徒
兵
於

洧
上
（
襄
公
元
年
）。

こ
れ
は
晋
の
韓
厥
と
荀
偃
が
諸
侯
の
軍
を
帥
い
て
鄭
国
の
都
城
を
攻
撃

し
、
そ
の
郭
（
郛
）
に
侵
入
し
て
鄭
軍
の
歩
兵
を
洧
水
の
ほ
と
り
で
敗
っ
た

こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
前
稿
で
は
こ
の
記
事
で
も
っ
て
、
鄭
国
都
城

の
郭
内
を
洧
水
が
流
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
証
左
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

詳
細
な
鄭
韓
故
城
平
面
図
を
手
に
し
て
い
る
現
段
階
で
は
、
こ
の
攻
防
戦
の

情
況
を
さ
ら
に
詳
し
く
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

鄭
国
都
城
の
郭
域
に
侵
入
し
、
そ
し
て
最
終
目
標
の
内
城
を
攻
撃
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
鄭
韓
故
城
平
面
図
に
よ
る
か
ぎ
り
、
次
の
よ
う
な
侵
入
方
法

が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
西
郭
の
北
郭
壁
を
突
破
し
て
侵
入
す
る
も
の
で
あ

り
、
侵
入
す
れ
ば
内
城
は
目
の
前
で
あ
る
。（
方
法
一
）。
一
つ
は
ま
ず
溱
水

を
ど
こ
か
で
渡
り
、
東
郭
の
北
郭
壁
あ
る
い
は
東
郭
壁
を
突
破
し
て
侵
入
す

る
も
の
で
あ
り
、
侵
入
の
の
ち
は
そ
の
ま
ま
陸
路
を
進
ん
で
内
城
に
近
づ
く

こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
隔
壁
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
内
城

ま
で
さ
え
ぎ
る
障
壁
は
な
い
が
、
も
し
隔
壁
が
存
在
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
隔
壁
を
突
破
す
る
一
大
作
戦
が
必
要
に
な
る
。
溱
水
の
渡
河
作
戦
・
北
郭

壁
あ
る
い
は
東
郭
壁
の
突
破
作
戦
（
お
よ
び
隔
壁
が
存
在
し
た
の
で
あ
れ
ば

そ
の
突
破
作
戦
）
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
法
で
あ
る
（
方
法
二
）。

一
つ
は
西
郭
の
西
郭
壁
を
突
破
し
て
侵
入
し
、
さ
ら
に
洧
水
を
渡
っ
て
内
城

に
迫
る
も
の
で
あ
り
、
洧
水
を
渡
れ
ば
内
城
は
目
の
前
で
あ
る
。
郭
壁
の
突

破
作
戦
・
洧
水
の
渡
河
作
戦
の
二
作
戦
を
敢
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
方
法
で
あ

る
。（
方
法
三
）。
一
つ
は
西
郭
の
南
郭
壁
を
突
破
し
て
侵
入
し
、
さ
ら
に
洧

水
を
渡
っ
て
内
城
に
近
づ
く
も
の
で
あ
り
、
郭
壁
の
突
破
作
戦
・
洧
水
の
渡

河
作
戦
の
二
作
戦
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
法
で
あ
る
（
方
法
四
）。

一
つ
は
東
郭
の
南
郭
壁
を
突
破
し
て
侵
入
し
、
さ
ら
に
洧
水
を
渡
っ
て
、
そ
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の
ま
ま
陸
路
を
進
ん
で
内
城
に
近
づ
い
て
い
く
も
の
で
、
も
し
隔
壁
が
存
在

し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
内
城
に
進
軍
し
て
い
く
ま
で
で
あ
る
が
、
も
し
隔
壁

が
存
在
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
隔
壁
を
突
破
し
な
け
れ
ば
内
城
に
近
づ
く

こ
と
が
で
き
な
い
。
南
郭
壁
の
突
破
作
戦
・
洧
水
の
渡
河
作
戦
（
及
び
隔
壁

が
存
在
し
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
突
破
作
戦
）
が
不
可
欠
な
作
戦
で
あ
る
（
方

法
五
）。

ま
と
め
て
み
れ
ば
、郭
壁
の
突
破
だ
け
で
郭
域
に
侵
入
す
る
パ
タ
ー
ン（
方

法
一
）、
溱
水
を
渡
河
し
て
、
つ
い
で
郭
壁
を
突
破
し
て
郭
域
に
侵
入
す
る

パ
タ
ー
ン（
方
法
二
）、郭
壁
を
突
破
し
て
、つ
い
で
洧
水
を
渡
河
す
る
パ
タ
ー

ン
（
方
法
三
・
四
・
五
）
の
三
パ
タ
ー
ン
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。『
春
秋
左

氏
伝
』
襄
公
元
年
が
伝
え
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
三
番
目
の
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
。晋

の
二
将
が
帥
い
る
諸
侯
軍
は
、
西
郭
の
西
郭
壁
か
南
郭
壁
か
、
あ
る
い

は
東
郭
の
南
郭
壁
の
ど
こ
か
で
郭
壁
を
突
破
し
て
郭
域
に
侵
入
し
、
つ
い
で

面
前
を
流
れ
る
洧
水
の
渡
河
作
戦
を
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鄭
国
側
に
し

て
み
れ
ば
、
第
一
防
御
線
で
あ
る
郭
壁
が
す
で
に
突
破
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
第
二
防
御
線
で
あ
る
洧
水
で
、
敵
軍
の
渡
河
を
何
と
し
て
も
く
い

止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
渡
河
の
攻
防
戦
と
な
る
と
、
機
動
性
か
ら
し
て

車
戦
で
は
な
く
歩
兵
戦
が
中
心
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
記

事
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
侵
入
軍
も
歩
兵
部
隊
を
投
入
し
て
一
兵
一

兵
が
流
れ
を
渡
っ
た
に
違
い
な
く
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
鄭
の
歩
兵

と
の
間
に
、激
し
い
白
兵
戦
が
試
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。〝
敗
其
徒
兵
於
洧
水
〞

と
い
う
記
事
は
、
こ
の
よ
う
な
渡
河
作
戦
に
お
け
る
歩
兵
戦
の
結
果
、
鄭
国

側
が
敗
北
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
侵
入
軍

が
洧
水
を
渡
り
き
っ
て
、
い
よ
い
よ
内
城
へ
進
軍
し
て
い
く
態
勢
を
整
え
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
情
況
か
ら

そ
の
進
軍
は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
事
の
顛
末
で
あ
る
。

ま
ず
郭
域
に
侵
入
し
、
つ
い
で
洧
水
の
ほ
と
り
で
鄭
の
歩
兵
を
敗
っ
た
と

い
う
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
元
年
の
こ
の
記
事
は
、
前
稿
の
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
郭
壁
の
内
側
を
洧
水
が
流
れ
て
い
た
こ
と
を
確
か
に
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
鄭
韓
故
城
平
面
図
が
表
示
し
て
い
る
、
西
郭
西
郭
壁
・
南
郭
壁
、

東
郭
南
郭
壁
の
内
側
（
東
側
・
北
側
）
を
洧
水
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
、
郭

壁
・
河
流
の
位
置
関
係
は
、す
で
に
春
秋
鄭
国
都
城
の
時
代
か
ら
そ
う
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
春
秋
鄭
国
都
城
時
代
の
洧
水
の
流
れ
は

郭
壁
の
内
側
（
東
側
・
北
側
）
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
郭
壁
の
外
側
（
西
側
・

南
側
）
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
、
先
に
あ
げ
た
可
能
性
は
こ
こ
に

消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
つ
の
大
き
な
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
も
っ
と
も
魯
襄
公
元
年
（
鄭
成
公
十
三
年
・
前
五
七
二
年
）
以
前
の

あ
る
時
点
で
洧
水
の
流
路
が
郭
壁
の
外
側
か
ら
郭
壁
の
内
側
に
変
わ
っ
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
と
も
か
く
前
五
七
二
年
時
点
で
は
内
側
を
流
れ

て
い
た
の
で
あ
り
、
以
降
、
春
秋
鄭
国
都
城
時
代
を
通
じ
て
内
側
を
流
れ
て

い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
春
秋
鄭
国
都
城
時
代
の
洧
水
、
少
な

く
と
も
成
公
十
三
年
（
前
五
七
二
年
）
以
降
の
洧
水
は
、
鄭
韓
故
城
平
面
図

の
通
り
郭
壁
の
内
側
を
流
れ
て
い
た
、
こ
れ
が
以
下
に
実
施
す
る
い
く
つ
か

の
考
察
の
大
前
提
で
あ
り
、
こ
の
大
前
提
を
表
明
す
る
た
め
に
、
襄
公
元
年

の
一
文
を
冒
頭
に
か
か
げ
た
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
考
察

に
お
い
て
は
、
成
公
十
三
（
前
五
七
二
年
）
以
後
の
記
事
で
あ
る
か
ぎ
り
、

そ
の
記
事
の
時
点
で
の
洧
水
は
、
す
べ
て
郭
壁
の
内
側
を
流
れ
て
い
た
と
い
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う
前
提
に
立
っ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
東
郭
内
の
洧
水
は
南
辺
を
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

ま
だ
し
も
、
西
郭
内
の
洧
水
は
西
北
か
ら
東
南
に
あ
た
か
も
対
角
線
上
に

そ
っ
て
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
郭
内
へ
の
洧
水
洪
水
の
危
険
性
は
そ

う
と
う
に
高
い
と
予
想
さ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
度
外
視
し
て
ま
で
、

都
城
建
造
当
初
か
ら
西
郭
内
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
洧
水
流
路
を
取
り
込
ん
だ
の

は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
先
秦
都
城
の
類
似
例
と
比
較
し
な
が
ら
、
い

ず
れ
考
察
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
こ
の
大
前
提
が
も
っ
と
も
効
果
を
発
揮
す
る
の
は
、
次
の
一
文
に

お
い
て
で
あ
る
。

・
鄭
大
水
、
龍
闘
于
時
門
之
外
洧
淵
、
国
人
請
為
禜
焉
（『
春
秋
左
氏
伝
』

昭
公
十
九
年
）。

こ
こ
に
い
う
〝
大
水
〞
が
ど
の
よ
う
な
災
害
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
の

か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
都
城
の
居
住
民
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
何
よ
り
も
洧
水

の
氾
濫
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
大
水
害
は
洧
水
の
淵
で
二
頭
の

龍
が
闘
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
た
都
城
の
人
々
は
、
そ
こ
で
そ

の
闘
い
を
鎮
め
る
お
祓
い
の
儀
式
を
実
施
す
る
べ
く
、
当
局
に
そ
の
許
可
を

願
い
で
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
記
事
の
意
味
で
あ
る
。
洧
水
は
郭
壁
の
内
側

を
流
れ
て
い
る
と
い
う
大
前
提
を
前
に
す
れ
ば
、
時
門
の
外
に
そ
の
洧
水
の

淵
が
あ
る
と
い
う
時
門
は
、
も
ち
ろ
ん
洧
水
の
外
側
の
郭
門
で
は
な
く
、
洧

水
の
さ
ら
に
内
側
の
門
、
つ
ま
り
内
城
壁
の
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西

郭
内
部
を
西
北
か
ら
東
南
の
方
向
へ
と
流
れ
る
洧
水
の
流
路
は
、
北
城
壁
と

東
城
壁
の
外
側
を
通
過
す
る
は
ず
が
な
く
、
西
城
壁
と
南
城
壁
の
外
側
を
通

過
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
時
門
は
内
城
の
西
城
壁
か
も
し
く
は
南
城

壁
の
城
門
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
〝
時
門
之
外
洧
淵
〞
と
い
う
表
記
か
ら
想
定
さ
れ
る
時
門
と
洧
水

の
距
離
で
あ
る
が
、
鄭
韓
故
城
平
面
図
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
西
郭
内
に
お
け

る
洧
水
東
側
・
北
側
の
面
積
や
、
お
そ
ら
く
洧
水
の
洪
水
が
時
門
に
お
よ
ん

で
内
城
へ
流
入
す
る
危
険
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、

そ
の
距
離
は
い
わ
ば
可
視
の
範
囲
、
長
く
て
も
数
百
メ
ー
ト
ル
と
い
う
と
こ

ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
の
よ
う
な
事
情
に
洧
水
の
屈
曲
情
況
を
加
え
て
想
像
し
て
み
る
と
、
内

城
の
位
置
と
し
て
、
お
そ
ら
く
次
の
三
区
画
が
浮
か
ん
で
こ
ざ
る
を
え
な
い

（
図
6
の
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）。
こ
の
う
ち
Ⅲ
は
、
内
城
は
李
家
楼
鄭
公
大
墓
か
ら図 6
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か
な
り
離
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
、
前
章
で
提
出
し
た
条
件
に
抵
触

す
る
し
、
い
や
そ
も
そ
も
南
城
壁
が
李
家
楼
と
重
な
り
合
う
ほ
ど
に
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
、
こ
れ
を
除
外
す
る
と
す
れ
ば
、
残
る
は
Ⅰ
と
Ⅱ
に
な
る
が
、

ど
ち
ら
が
実
際
の
内
城
の
配
置
に
近
い
か
は
、
こ
の
段
階
で
は
な
ん
と
も
言

い
か
ね
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
洧
水
は
郭
壁
の
内
側
を
流
れ
て
い
た
と
い
う
大
前
提
に

立
ち
、
あ
わ
せ
て
鄭
韓
故
城
平
面
図
に
お
け
る
西
郭
内
の
様
相
を
参
照
し
て

み
る
と
、〝
鄭
大
水
、
龍
闘
于
時
門
之
外
洧
淵
〞
と
い
う
ご
く
短
い
記
事
か

ら
で
も
、
以
上
の
よ
う
に
、
西
郭
内
の
情
況
を
わ
ず
か
な
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
推
測
し
て
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
、先
に
あ
げ
た
春
秋
鄭
国
都
城
の
郭
域
へ
の
侵
入
方
法
に
関
連
し
て
、

一
つ
の
記
事
を
取
り
上
げ
説
明
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
前
稿
で
も
取
り
上

げ
た
記
事
な
の
で
あ
る
が
、

・
秋
、
子
元
以
車
六
百
乗
伐
鄭
、
入
于
桔
柣
之
門
。
子
元
・
闘
御
彊
・
闘

梧
・
耿
之
不
比
為
旆
、
闘
班
・
王
孫
游
・
王
孫
喜
殿
。
衆
車
入
自
純
門
、

及
逵
市
。
縣
門
不
発
。
楚
言
而
出
。
子
元
曰
、鄭
有
人
焉
。
諸
侯
救
鄭
、

楚
師
夜
遁
。
鄭
人
将
奔
桐
丘
、諜
曰
楚
幕
有
烏
。
乃
止（『
春
秋
左
氏
伝
』

荘
公
二
十
八
年
）。

と
い
う
も
の
で
あ
る
（
こ
の
記
事
は
鄭
成
公
十
三
年
・
前
五
七
二
年
以
前
の

も
の
で
あ
り
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
洧
水
が
郭
壁
の
外
側
を
流
れ
て
い
た
可

能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
が
、
こ
の
時
点
で
も
や
は
り
洧
水
は
郭
壁
の
内
側

を
流
れ
て
い
た
と
仮
定
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
そ
う
仮
定
し
な
く
と
も
、

論
述
の
主
旨
に
は
直
接
影
響
し
な
い
は
ず
で
あ
る
）。
こ
の
記
事
の
中
段
に

は
文
意
の
と
り
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
大
要
次
の
よ
う
に
解

読
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

楚
の
子
元
を
主
将
と
す
る
楚
軍
は
、
六
百
乗
の
戦
車
部
隊
で
も
っ
て
鄭

国
の
都
城
を
攻
撃
し
、
桔
柣
之
門
か
ら
入
っ
た
。
子
元
・
闘
御
彊
・
闘

梧
・
耿
之
不
比
が
旗
さ
し
も
の
を
立
て
て
前
陣
を
つ
と
め
、
闘
班
・
王

孫
游
・
王
孫
喜
が
し
ん
が
り
で
あ
る
。
戦
車
部
隊
は
純
門
か
ら
入
り
、

逵
市
に
ま
で
到
達
し
た
。
い
よ
い
よ
内
城
を
攻
撃
し
よ
う
と
近
づ
い
て

み
た
が
、
当
然
内
城
城
門
の
上
か
ら
矢
弩
が
飛
ん
で
く
る
も
の
と
身
が

ま
え
て
い
た
も
の
の
、
い
っ
こ
う
に
発
射
さ
れ
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
罠

に
ち
が
い
な
い
と
判
断
し
た
楚
軍
は
、
互
い
に
楚
言
を
話
し
な
が
ら
退

却
す
る
こ
と
に
し
た
。
楚
言
で
話
を
す
れ
ば
、
紛
れ
込
ん
で
い
る
敵
兵

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
楚
言
の
み
を
使
え
ば
敵
兵
は
聞
き
取

る
こ
と
が
で
き
ず
、
楚
軍
の
意
図
が
敵
に
も
れ
る
恐
れ
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
退
却
に
あ
た
っ
て
主
将
子
元
は
「
鄭
に
は
、
巧
妙
な
罠
を
し
か

け
る
こ
と
の
で
き
る
有
能
な
軍
師
が
い
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
っ
た

と
い
う
が
、
彼
は
罠
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
諸
侯
が
鄭
を
救
お
う
と
し
て
い
る
と
の

情
報
が
入
り
、
楚
軍
は
あ
わ
て
て
夜
中
に
遁
走
し
た
。
一
方
、
実
は
鄭

公
た
ち
は
罠
を
か
け
た
わ
け
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
す
で
に
内
城
を
守

り
き
れ
な
い
と
判
断
し
て
お
り
、
都
城
を
す
て
て
桐
丘
に
逃
げ
よ
う
と

し
て
い
た
が
、
楚
軍
の
様
子
を
探
っ
て
き
た
間
諜
が
「
楚
軍
は
す
で
に

撤
退
し
て
い
て
も
ぬ
け
の
か
ら
で
、
軍
幕
に
は
カ
ラ
ス
が
と
ま
っ
て
い

る
あ
り
さ
ま
で
す
」
と
報
告
し
た
た
め
、
桐
丘
へ
の
逃
亡
は
沙
汰
止
み

と
な
っ
た
。

楚
軍
が
先
の
三
パ
タ
ー
ン
の
う
ち
、
ど
の
パ
タ
ー
ン
を
使
っ
て
鄭
国
都
城
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の
郭
域
に
侵
入
し
た
の
か
は
も
ち
ろ
ん
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ

六
百
乗
と
い
う
戦
車
部
隊
で
あ
る
か
ら
、
南
側
か
ら
郭
壁
を
突
破
し
て
さ
ら

に
洧
水
を
渡
っ
て
侵
入
し
た
と
は
考
え
に
く
い
（
も
し
洧
水
が
郭
壁
の
外
側

を
流
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
洧
水
の
渡
河
↓
郭
壁
の
突
破
の
順
に
な
る
が
）。

六
百
乗
の
戦
車
が
洧
水
の
流
れ
を
敢
え
て
渡
る
よ
う
な
作
戦
は
立
て
が
た
い

で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
パ
タ
ー
ン
一
か
パ
タ
ー
ン
二
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
パ
タ
ー
ン
二
で
あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
想
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
戦
車

部
隊
が
集
結
し
た
逵
市
と
は
大
道
に
面
し
た
マ
ー
ケ
ッ
ト
区
画
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
区
画
は
西
郭
内
で
は
な
く
、
当
然
居
住
区
・
手
工
業

区
が
並
ぶ
東
郭
内
に
存
在
し
た
に
ち
が
い
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
東
郭
に

入
る
た
め
に
は
、
パ
タ
ー
ン
二
を
使
っ
て
東
郭
の
北
郭
壁
か
東
郭
壁
を
突
破

す
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
郭
壁
に
と
り
つ
く
ま
え

に
ど
こ
か
で
溱
水
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
水
量
か
ら
し
て
洧
水
ほ

ど
は
困
難
で
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
に
地
勢
を
利
用
し
て
う
ま
く
迂
回
す

れ
ば
あ
る
い
は
溱
水
を
渡
ら
ず
に
す
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
桔

柣
之
門
も
純
門
も
お
そ
ら
く
北
郭
壁
か
東
郭
壁
の
郭
門
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

広
大
な
東
郭
域
に
侵
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。

六
百
乗
も
の
大
戦
車
部
隊
が
、
東
郭
内
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
広
場
に
整
列
し
て

い
る
と
な
る
と
、
鄭
国
側
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
の
脅
威
は
な
い
。
楚
軍
は
早

晩
内
城
へ
の
攻
撃
を
試
み
て
く
る
は
ず
で
あ
り
、
内
城
へ
侵
入
さ
れ
る
の
を

見
越
し
て
、
侵
入
前
に
桐
丘
へ
の
逃
亡
を
企
て
た
と
い
う
の
も
無
理
か
ら
ぬ

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
今
回
は
、
罠
か
も
知
れ
な
い
と
疑
っ
た
楚
軍
の
勘

違
い
や
諸
侯
救
援
軍
の
発
動
と
い
っ
た
理
由
が
重
な
っ
て
、
戦
わ
ず
し
て
楚

軍
が
退
却
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
記
事
の
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
な

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
が
、
前
章
で
紹
介
し
た
、
宗
廟
を
東
郭

内
の
市
政
府
北
側（
政
）に
あ
て
、社
稷
を
や
は
り
東
郭
内
の
中
行
遺
跡（
③
）

お
よ
び
金
城
路
遺
跡
（
①
）・
城
市
信
用
社
遺
跡
（
②
）
に
あ
て
る
、『
新
鄭

鄭
国
祭
祀
遺
址
』
の
意
見
で
あ
る
。
も
し
ほ
ん
と
う
に
東
郭
内
の
こ
の
二
区

画
が
宗
廟
・
社
稷
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
六
百
乗
の
大
戦
車
部
隊
で
も
っ
て
東

郭
内
の
逵
市
に
陣
取
っ
た
楚
軍
は
、
次
の
行
動
と
し
て
当
然
、
近
く
に
存
在

し
た
宗
廟
と
社
稷
の
制
圧
に
と
り
か
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
宗
廟
と
社
稷
の
占

拠
と
管
理
は
、
楚
軍
に
と
っ
て
は
鄭
国
の
滅
亡
に
等
し
い
、
嚇
嚇
た
る
大
戦

果
で
あ
り
、
主
将
子
元
と
し
て
も
そ
れ
で
十
分
満
足
な
結
果
だ
っ
た
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
行
動
に
で
る
こ
と
な
く
、
内
城
へ
の

侵
攻
を
試
み
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、そ
も
そ
も
東
郭
内
に
宗
廟
・

社
稷
は
存
在
せ
ず
、
宗
廟
・
社
稷
は
内
城
内
に
存
在
し
た
か
ら
だ
と
し
か
考

え
よ
う
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
楚
軍
が
東
郭
に
侵
入
し
た
こ
と
を
伝
え
る
、

こ
の
『
春
秋
左
氏
伝
』
荘
公
二
十
八
年
の
記
事
は
、
宗
廟
・
社
稷
を
東
郭
内

に
お
く
意
見
に
対
し
て
一
つ
の
反
証
と
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

〔
師
之
梁
門
〕

鄭
国
都
城
の
師
之
梁
と
い
う
門
は
、
二
つ
の
記
事
に
見
え
て
い
る
。

・（
楚
軍
）
入
南
里
、
堕
其
城
。
渉
於
楽
氏
、
門
于
師
之
梁
。
縣
門
発
、

獲
九
人
焉
。
渉
于
氾
而
帰
（『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
六
年
）。

・
乙
巳
、
鄭
伯
及
其
大
夫
盟
于
大
宮
、
盟
国
人
于
師
之
梁
之
外
（『
春
秋

左
氏
伝
』
襄
公
三
十
年
）。

前
者
に
み
え
る
、
楽
氏
と
い
う
場
所
で
渉
っ
た
と
い
う
河
川
は
当
然
洧
水



先秦都城の門朝・城郭構造（二）

104（　 ）

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
渡
っ
た
楚
軍
が
城
門
攻
撃
を
し
か
け
た
師
之

梁
門
と
は
、
洧
水
の
内
側
に
あ
る
内
城
の
城
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
楚

軍
に
対
し
て
城
門
の
上
か
ら
矢
弩
が
浴
び
せ
ら
れ
て
突
破
は
か
な
わ
ず
、
楚

軍
は
出
撃
し
て
き
た
兵
士
九
人
を
捕
獲
し
え
た
だ
け
で
終
わ
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
師
之
梁
門
は
、
鄭
国
に
と
っ
て
は
死
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重

要
な
城
門
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
門
に
は
強
固
な
防
御
施
設
が
設
置
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
師
之
梁
門
の
外
側
で
鄭
公
と
国
人
が
盟
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
郭
門
の
外
側
の
よ
う
な
場
所
で
盟
が
な
さ
れ
る

と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
師
之
梁
門
は
や
は
り
内
城
の
城
門
で
あ
る
と
想
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
つ
の
記
事
を
じ
っ
と
な
が
め
て
い
て
も
、
浮
か

ん
で
く
る
想
定
は
師
之
梁
門
は
内
城
の
城
門
で
あ
ろ
う
と
い
う
ぐ
ら
い
が
せ

い
ぜ
い
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
鄭
韓
故
城
平
面
図
、
と
り
わ
け
西
郭
部

分
の
そ
れ
を
あ
わ
せ
な
が
め
れ
ば
、
も
う
少
し
詳
細
な
想
定
が
可
能
に
な
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
〝
師
之
梁
〞
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
〝
梁
〞

は
単
純
に
考
え
て
〝
橋
梁
〞
の
こ
と
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
西
郭
内
の
洧
水
流

路
と
内
城
の
位
置
関
係
か
ら
、洧
水
に
か
か
る
橋
梁
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。

〝
師
〞
も
単
純
に
考
え
れ
ば
軍
団
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、つ
ま
り
〝
師
之
梁
〞

と
は
軍
団
が
布
陣
す
る
、
洧
水
に
か
か
る
橋
梁
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
お

そ
ら
く
出
陣
式
や
凱
旋
式
を
橋
上
で
挙
行
す
る
橋
梁
が
あ
り
、
そ
の
橋
梁
を

〝
師
之
梁
〞
と
よ
ん
だ
か
、
あ
る
い
は
出
陣
式
や
凱
旋
式
を
挙
行
す
る
広
場

が
あ
り
、
そ
の
側
に
か
か
る
橋
梁
を
〝
師
之
梁
〞
と
よ
ん
だ
か
、
い
ず
れ
か

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
〝
師
之
梁
門
〞
と
は
そ
の
〝
師
之
梁
〞
と
い
う
橋

梁
に
面
し
て
い
る
内
城
の
城
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
面
し
て
い
る
と
い

う
か
ら
に
は
、
外
か
ら
は
見
え
な
い
内
城
内
の
門
で
は
な
く
、
外
か
ら
見
え

る
内
城
の
一
番
外
側
の
城
壁
に
穿
た
れ
た
城
門
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

城
門
か
ら
は
洧
水
の
流
れ
が
ご
く
近
く
に
望
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
、

西
郭
内
の
洧
水
の
流
向
か
ら
す
れ
ば
、
師
之
梁
門
は
、
洧
水
に
面
し
て
い
る

内
城
の
西
城
壁
か
南
城
壁
か
の
い
ず
れ
か
の
城
門
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

が
、
楚
軍
が
〝
南
里
〞
に
入
り
、
楽
氏
で
洧
水
を
渉
り
、
進
ん
で
師
之
梁
門

を
攻
撃
し
た
い
う
方
向
を
考
え
て
、
南
城
壁
の
城
門
で
あ
る
と
考
え
て
ま
ず

ま
ち
が
い
な
い
。

論
じ
て
こ
こ
に
い
た
る
と
、
前
稿
で
引
用
し
た
春
秋
越
国
都
城
の
三
朝
三

門
構
造
を
伝
え
る『
国
語
』「
呉
語
」の
一
文
が
ど
う
し
て
も
浮
か
ん
で
く
る
。

越
王
句
践
が
呉
王
夫
差
と
の
決
戦
に
出
陣
し
て
い
く
様
子
を
描
い
た
の
が
こ

の
一
文
な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
内
城
内
の
三
朝
三
門
配
置

と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
か
ら
外
に
向
か
っ
て
、

1
：
路
寝
に
相
当
す
る
朝
│
2
：
内
朝
に
相
当
す
る
朝
│
3
：
外
朝
に

相
当
す
る
朝
│
内
城
外

の
三
朝
が
配
置
さ
れ
、
そ
の
出
入
が
、
魯
都
都
城
曲
阜
を
例
に
と
れ
ば
、

1
の
朝
│（
路
門
）│
2
の
朝
│（
雉
門
）│
3
の
朝
│（
庫
門
）│
内
城
外

と
い
う
三
門
を
通
過
し
て
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
句
践
は
1
の
朝
で
夫

人
に
別
れ
を
告
げ
、
2
の
朝
で
大
夫
に
別
れ
を
告
げ
、
3
の
朝
に
国
人
を
集

め
て
号
令
し
、
そ
し
て
こ
れ
ら
一
連
の
行
動
の
の
ち
、〝
壇
列
〞
が
設
置
さ

れ
て
い
る
場
所
へ
行
き
、
軍
鼓
を
叩
か
せ
て
閲
兵
し
、〝
軍
〞
へ
至
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
〝
軍
〞
と
は
庫
門
に
相
当
す
る
門
を
く
ぐ
っ
て
内
城

外
へ
出
た
、そ
の
門
前
の
広
場
に
整
列
し
て
い
る
軍
団
を
指
す
で
あ
ろ
う
し
、

〝
壇
列
〞
と
は
兵
士
た
ち
と
誓
を
た
て
る
祭
壇
の
ご
と
き
も
の
を
い
う
の
で
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あ
ろ
う
。
内
城
の
三
朝
で
所
定
の
儀
式
を
終
え
た
句
践
は
、
内
城
外
に
出
て

面
前
に
整
列
し
て
い
る
軍
団
に
臨
み
、
出
陣
式
を
執
り
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
内
城
外
前
面
の
壇
列
・
軍
団
の
配
置
場
所
は
、
お
そ
ら
く
凱
旋
式
の
際

に
も
そ
の
執
行
場
所
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

越
国
都
城
の
こ
の
よ
う
な
内
城
内
外
の
情
況
を
援
用
す
る
と
、
鄭
国
都
城

に
お
け
る
〝
師
之
梁
〞
の
場
所
と
機
能
が
、
そ
う
と
う
正
確
に
復
原
さ
れ
て

く
る
。
鄭
の
軍
団
が
整
列
す
る
師
之
梁
門
前
の
場
所
は
、
お
そ
ら
く
師
之
梁

の
北
岸
の
広
場
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
軍
団
が
出
発
す
る
際
に
は
、
鄭
公

は
師
之
梁
門
か
ら
出
て
こ
の
広
場
で
の
出
陣
式
に
臨
み
、
式
が
終
了
す
れ
ば

師
之
梁
を
渡
っ
て
行
軍
し
て
い
く
軍
団
を
見
送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

軍
団
が
帰
還
し
た
際
に
は
、
師
之
梁
門
か
ら
出
て
、
師
之
梁
を
渡
っ
て
く
る

軍
団
を
迎
え
て
こ
の
広
場
で
の
凱
旋
式
に
臨
み
、
式
が
終
れ
ば
師
之
梁
門
を

く
ぐ
っ
て
内
城
の
内
に
も
ど
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
師
之
梁
門
は
三
朝
三
門
配
置
に
い
う
庫
門
に
相
当
す
る

可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
庫
門
と
は
内
城
の
最
南
門
で
あ
り
内
城
外
と

内
城
内
の
外
朝
を
出
入
す
る
門
で
あ
る
。
こ
の
想
定
は
さ
す
が
に
想
像
た
く

ま
し
す
ぎ
る
と
の
批
判
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
論
拠
が
薄

弱
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
想
定
に
従
っ
て
こ
そ
、

先
の
〝
盟
国
人
于
師
之
梁
之
外
〞
と
い
う
表
記
の
意
味
が
、
か
な
り
明
解
に

理
解
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
国
君
の
訓
令
を
聞
き
、
時
と
し
て
国
事

の
合
議
に
あ
ず
か
る
た
め
に
国
人
が
集
合
す
る
場
所
は
、
原
則
と
し
て
外
朝

で
あ
っ
た
。
国
人
が
庫
門
を
く
ぐ
っ
て
内
城
外
か
ら
外
朝
に
入
る
と
、
国
君

は
外
朝
に
面
す
る
雉
門
に
出
御
し
、
訓
令
や
合
議
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
君
と
国
人
が
盟
を
た
て
る
場
合
も
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
外

朝
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
を
読
過
し
て
い
く
と
、
本
来
実
施
さ
れ
る
べ

き
場
所
で
盟
が
実
施
さ
れ
ず
、
原
則
か
ら
は
ず
れ
た
場
所
で
実
施
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
事
例
に
、
し
ば
し
ば
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。
国
君
と
国
人
の
盟

に
も
、
そ
の
よ
う
な
原
則
は
ず
れ
の
事
例
が
生
じ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く

な
い
。
今
問
題
に
し
て
い
る
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
三
十
年
の
記
事
は
、
執

権
伯
有
の
専
横
に
対
し
て
勃
発
し
た
内
乱
の
経
緯
を
記
し
た
一
連
の
記
事
の

一
部
で
あ
り
、
鄭
公
（
簡
公
）
が
大
夫
・
国
人
と
盟
っ
て
そ
の
支
持
を
取
り

付
け
、
内
乱
鎮
定
の
体
制
を
整
え
た
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
な

ら
国
人
は
師
之
梁
門
を
く
ぐ
っ
て
外
朝
に
相
当
す
る
広
場
に
入
り
、
そ
こ
で

鄭
簡
公
と
盟
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
武
力
衝
突
が
発
生
し
て

い
る
緊
急
事
態
で
あ
り
、
師
之
梁
門
を
く
ぐ
る
余
裕
は
な
く
、
師
之
梁
門
前

に
集
合
し
た
だ
け
で
そ
こ
で
盟
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
春
秋
左
氏
伝
』
は
緊
急
事
態
に
よ
る
そ
の
異
例
性
を
表
示
す
る
た
め
に
わ

ざ
わ
ざ
〝
師
之
梁
之
外
〞
と
い
う
表
記
を
使
用
し
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
い

や
〝
及
其
大
夫
盟
于
大
宮
〞
と
い
う
表
記
も
、
本
来
大
宮
以
外
の
場
所
で
盟

う
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
異
例
に
も
大
宮
で
盟
わ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
考
察
に
従
っ
て
、〝
師
之
梁
門
〞
と
は
鄭
国
都
城
内
城
南
城
壁
の

城
門
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
三
朝
三
門
配
置
に
お
け
る
庫
門
の
そ
れ
に
相
当

し
、
そ
の
内
側
に
は
外
朝
に
相
当
す
る
広
場
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
、
自
己
の
意
見
と
し
て
提
出
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
楚
軍
が
師

之
梁
門
に
城
門
攻
撃
を
し
か
け
た
と
い
う
の
は
、
内
城
へ
の
侵
入
を
め
ざ
し
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て
、
ま
さ
し
く
正
面
突
破
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
う
想
定
し
て
く
る
と
外
朝
の
そ
の
奥
の
内
朝
、
さ
ら
に
そ
の

奥
の
路
寝
は
、
は
た
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
っ
た
問
題
が
ど
う

し
て
も
生
じ
て
こ
よ
う
が
、
残
念
な
が
ら
何
の
推
測
資
料
も
な
く
、
そ
れ
は

議
論
そ
の
も
の
が
不
可
能
な
情
況
に
あ
る
。

〝
師
之
梁
〞
と
い
う
字
面
の
意
味
か
ら
出
発
し
て
、
こ
こ
ま
で
考
察
を
進

め
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
西
郭
内
に
お
け
る
洧
水
の
流
向
が
確
認
さ
れ
て

い
る
う
え
に
、
中
央
西
北
よ
り
に
宮
城
区
や
宗
廟
区
と
目
さ
れ
る
遺
跡
区
画

が
発
見
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
相
応
の
考
古
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
も
し
こ
う
い
っ
た
考
古
知
見
が
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
以
上
の
考
察
な
ど
は
紙
上
の
空
想
と
し
て
一
顧
だ
に
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。な

お
は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
以
上
は
も
っ
ぱ
ら
春
秋
鄭
国
都
城

時
代
の
情
況
で
あ
り
、
で
き
れ
ば
戦
国
韓
国
都
城
時
代
の
情
況
を
少
し
で
も

復
原
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
文
献
・
考
古
と
も
に
資
料
的
に
困

難
な
情
況
に
あ
る
。
今
後
の
考
古
学
的
発
見
を
ま
ち
た
い
と
思
う
。

文
献
伝
承
と
考
古
知
見
の
照
合
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
後
に
一
つ
、

さ
ら
に
大
胆
な
推
測
を
提
出
す
る
こ
と
を
ご
了
承
願
い
た
い
。
そ
れ
は
『
水

経
注
』「
洧
水
注
」
が
残
す
次
の
記
事
に
触
発
さ
れ
て
の
推
測
で
あ
る
。

・
今
洧
水
自
鄭
城
西
北
入
而
東
南
流
、
逕
鄭
城
南
城
之
南
門
内
、
…
…
、

水
南
有
鄭
荘
公
望
母
台
。

鄭
韓
故
城
平
面
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
内
側
を
洧
水
が
流
れ
て

い
る
鄭
城
南
城
と
は
鄭
国
都
城
時
代
の
西
郭
南
郭
壁
で
あ
る
に
ち
が
い
な

く
、『
水
経
注
』
の
時
代
、
そ
こ
に
は
ま
だ
〝
南
門
〞
が
残
存
し
て
い
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
文
を
は
さ
ん
で
洧
水
の
南
側
に
鄭
荘
公
望
母
台
が
残
存
す
る

こ
と
を
記
す
、
こ
の
叙
述
の
あ
り
よ
う
か
ら
は
、
南
門
と
望
母
台
が
あ
た
か

も
一
直
線
上
に
並
ん
で
い
る
よ
う
な
文
意
に
と
れ
る
の
で
あ
る
。

『
水
経
注
』
が
先
秦
時
代
の
情
報
を
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
伝
え
て
い
る
か
は

疑
問
も
多
い
し
、
そ
も
そ
も
南
門
が
北
で
望
母
台
が
南
な
の
か
、
あ
る
い
は

逆
な
の
か
、
そ
の
位
置
関
係
す
ら
も
記
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
鄭
韓
故

城
平
面
図
を
見
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
文
意
は
ど
う
し
て
も
気
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
平
面
図
を
今
一
度
詳
細
に
凝
視
し
て
み
る
と
、
西
郭
北
郭
壁
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
す
る
城
門
（
G
1
）
と
望
母
台
の
遺
構
と
伝
え
ら
れ
る
南
郭
壁

残
部
地
点
が
、
ほ
ぼ
南
北
の
一
直
線
上
に
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
直
線
が
南

北
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
×
東
西
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
い
わ
ゆ
る
小
城
の
、
ほ
ぼ

真
ん
中
を
通
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
春
秋
鄭
国
都
城
時
代
に
南
北

中
軸
線
が
設
定
さ
れ
た
い
た
か
ど
う
か
は
、
軽
々
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
望
母
台
の
位
置
か
ら
し
て
、
往
時
の
ま
ま
で

あ
る
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
春
秋
鄭
国
都
城
の
内
城

は
こ
の
直
線
を
中
心
軸
に
、
い
わ
ゆ
る
小
城
を
内
部
に
含
む
形
で
配
置
さ
れ

て
い
た
と
い
う
一
つ
の
初
歩
的
な
推
測
を
提
出
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
推
測

に
よ
る
と
す
る
と
、
先
に
あ
げ
た
内
城
候
補
地
Ⅰ
・
Ⅱ
の
う
ち
、
Ⅱ
の
ほ
う

が
ベ
タ
ー
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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小
結本

稿
の
目
的
は
、
文
献
資
料
と
鄭
韓
故
城
の
考
古
知
見
を
照
合
し
て
、
春

秋
鄭
国
都
城
と
戦
国
韓
国
都
城
の
門
朝
・
城
郭
構
造
を
少
し
で
も
復
原
し
て

み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
結
果
を
簡
単
に
要
約
す
れ
ば
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

春
秋
鄭
国
都
城
に
つ
い
て
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
西
城
は
機
能
的
に
は
西
郭

で
あ
り
、
そ
の
中
に
内
城
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
西
郭
を
外
郭
と
す
る
内

城
外
郭
式
構
造
を
と
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
東
城
も
機
能
的
に
は
東
郭
で
あ

り
、
郭
域
に
は
内
城
に
相
当
す
る
区
画
は
な
く
、
居
住
区
・
手
工
業
区
・
商

業
区
・
中
小
型
墓
区
な
ど
が
あ
ち
こ
ち
に
分
布
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
内
城

外
郭
式
構
造
を
も
つ
西
郭
と
内
城
を
も
た
な
い
東
郭
が
西
と
東
に
連
結
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
、
戦
国
韓
国
都
城
に
な
っ
て
も
基
本
的
に
は

変
化
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
西
郭
と
東
郭
を
隔
て
る
い
わ
ゆ
る

隔
壁
の
建
造
年
代
に
つ
い
て
は
、春
秋
時
代
に
は
ま
だ
建
造
さ
れ
て
お
ら
ず
、

戦
国
時
代
に
な
っ
て
建
造
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

西
郭
内
に
お
け
る
内
城
の
配
置
位
置
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の

の
、
洧
水
の
内
側
に
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
み
え
る
内
城
最
南
門
の
師
之
梁
門

が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
春
秋
鄭
国
都
城
の
内
城
は
、

西
郭
の
中
央
か
ら
北
よ
り
に
か
け
て
の
場
所
に
配
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

高
い
。
戦
国
韓
国
都
城
の
内
城
も
や
は
り
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
配
置
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
鄭
国
都
城
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
や
や
西
北

よ
り
に
移
動
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
、
師
之
梁
門
の
位
置
や
機
能
か
ら
す
る
と
、
春
秋
鄭
国
都
城
の
内
城

は
南
面
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、座
西
朝
東
型
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

門
朝
・
城
郭
構
造
と
い
っ
て
も
、
思
い
つ
い
た
の
は
わ
ず
か
こ
れ
だ
け
で

あ
り
、
し
か
も
誰
で
も
思
い
つ
き
そ
う
な
単
純
で
簡
単
な
内
容
で
あ
る
。
忸

怩
た
る
思
い
は
あ
る
が
、
と
も
か
く
以
上
の
内
容
を
も
っ
て
、
と
り
あ
え
ず

の
結
論
と
し
た
い
と
思
う
。

付
記
一 　

本
稿
は
、
本
来
、
新
鄭
市
鄭
韓
故
城
を
現
地
訪
問
し
た
の
ち
に

図 7
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執
筆
す
る
予
定
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
樊
温
泉
先
生
や
馬
俊
才

先
生
に
お
会
い
す
れ
ば
、
直
接
有
益
な
情
報
を
う
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
し
、
洧
水
や
溱
水
の
川
べ
り
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
、
望
母

台
の
遺
構
を
訪
ね
、
中
行
遺
跡
を
見
学
し
、
小
城
遺
跡
を
踏
査
す

れ
ば
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
新
し
い
感
覚
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と

思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
に
、
新

型
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
、
現
地
訪
問
が
不
可
能
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
然
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
未
知
の
知
見
が
反

映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
稿
が
必
ず
し
も
十
全

な
準
備
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
に

こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。
疫
情
が
終
息
し
た
あ
か
つ
き
に
は
真
っ

先
に
鄭
韓
故
城
を
訪
問
し
、
本
稿
の
不
備
を
う
め
る
べ
く
現
地
調

査
を
実
施
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

付
記
二 　

本
稿
は
科
学
研
究
費
・
国
際
共
同
研
究
強
化
（
B
）「
中
国
歴

代
都
城
の
宮
廟
官
寺
・
門
朝
城
郭
配
置
構
造
を
正
確
に
復
原
す
る

た
め
の
遺
跡
現
地
共
同
調
査
」（
1
9
K
K
0
0
1
3
研
究
代
表

者
・
谷
口
満
東
北
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
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