
批

評
・
紹

介

楊
中
園寛
皇著
・'m" r-、
陵西
の堕
起 tf
源彦

委譲
蓮最

勇

太
田
有
子
共
誇

杉

本
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司
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日
中
聞
の
皐
術
交
流
は
、
今
日
で
は
専
門
皐
者
閲
だ
け
で
な
く
、
民
聞
の
研

究
者
な
ど
を
含
む
庚
い
範
囲
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
一
つ
に
朝
日
新

聞
社
な
ど
が
主
催
す
る
「
日
中
古
代
文
化
の
接
黙
を
探
る
L

と
い
う
題
目
の
シ

ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
、
一
九
八
一
年
五
月
に
東
京
で
開
ら
か
れ
た
。
そ
の
際
に
、

著
者
で
あ
る
楊
寛
氏
も
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
参
加
の
中
園
祉
舎
科
察
院
考
古
研
究

所
副
所
長
王
仲
殊
氏
ら
と
共
に
来
日
さ
れ
、

東
京
大
拳
東
洋
文
化
研
究
所
で
、

「
中
園
古
代
陵
寝
制
度
の
起
源
と
そ
の
推
移
」
と
題
す
る
講
演
を
行

っ
た
が
、

講
演
は
時
聞
の
都
合
で
節
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
講
演
に
準
備

さ
れ
た
原
稿
を
西
嶋
定
生
氏
が
特
に
請
わ
れ
、
尾
形
勇
・
太
田
有
子
氏
に
よ
っ

て
翻
議
さ
れ
、
中
園
に
先
立
っ
て
我
が
園
で
褒
刊
さ
れ
た
の
が
こ
の
著
書
で
あ

る。
著
者
の
楊
寛
氏
は
特
に
紹
介
す
る
必
要
の
な
い
位
、
我
が
園
に
お
い
て
も
良

く
知
ら
れ
る
現
在
の
中
園
に
お
け
る
古
代
史
研
究
者
の
長
老
で
、
氏
自
身
の
手

稿
に
な
る
経
歴
、

謹
告
書

・
論
文
目
録
が
本
書
の
末
尾
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
一
讃
す
れ
ば
氏
の
皐
問
的
輪
廓
が
ほ
ぼ
わ
か
る
し
、
ま
た
、

「あ

と
が
き
」
で
謬
者
が
的
確
に
氏
の
皐
問
的
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、

疑
古
波
の
顧
額
剛
・
呂
思
勉
爾
師
に
業
を
う
け
る
一
方
、

若
く
し
て

上
海
博
物
館
の
創
立
に
あ
た
り
、

戦
後
は
館
長
ま
で
務
め
た
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、

文
物
に
く
わ
し
く
、

穣
古
皐
娠
、

考
古
振
の
業
績
が
あ
り
、
本
書

の
如
き
文
献
と
考
古
泉
資
料
を
綜
合
す
る
よ
う
な
仕
事
に
は
も

っ
と
も
ふ
さ
わ

し
い
皐
者
で
あ
る
。

先
づ
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
こ
う。

一

は
じ
め
に

二

陵
墓
の
起
源

(
春
秋
・
戟
園
時
代
)

三

陵

疲
制
度
の
創
始
時
期
(戟
圏
中
期
か
ら
前
漢
〉

四

陵

自
殺
制
度
の
確
立
時
期
(後
漢
〉

五

陵

療

制
度
の
衰
退
期
(
貌
管

・
南
北
朝
〉

六
陵
疲
制
度
の
護
展
と
改
革
の
時
代
(唐
宋
と
明
清
)

七

歴

代

の
陵
疲
制
度
と
身
分
的
序
列
制

八

身
分
制
上
の
地
位
を
象
徴
す
る
墓
前
参
道
南
側
の
石
刻
群

九

お

わ
り
に

次
に
各
章
の
内
容
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

-175-

中
園
歴
代
の
帝
王
が
、
皇
帝
の
権
威
を
誇
示
し
、
身
分
制
的
序
列
を
護
持
す

る
た
め
の
一

つ
の
手
段
と
し
て
、

陵
墓
に
附
設
さ
れ
た
授
で
も

っ
て
朝
奔
の
儀

な
ど
の
祭
犯
を
行
っ
た
が
、
こ
か
ら
六
ま
で
の
各
章
で
、

こ
の
制
度
の
創
始
か

ら
、
そ
の
蹴
変
遷
を
述
べ
て
い
る
。
先
づ
こ
で
は
、
中
原
に
あ
る
段
周
時
代
の
官
接

に
は
墳
丘
が
な
か
っ
た
が
、
春
秋
時
代
末
期
に
な
る
と
墳
丘
墓
が
出
現
し
、
融
制

園
時
代
に
は
そ
れ
が
普
及
し
、

さ
ら
に
統
治
者
に
は
す
べ
て
高
大
な
墳
丘
が
き
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づ
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
理
由
に
は
山
富
時
の
社
舎
獲
革
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
と
し
て
四
つ
の
原
因
を
あ
げ
る
。

第

一
に
奴
隷
主
貴
族
の
波
落
に
よ
っ

て
、
宗
族
単
位
の
埋
葬
制
度
が
崩
媛
し
、
地
主
階
級
の
家
族
単
位
に
よ
る
埋
葬

に
な
り
、
同
一

墓
減
内
に
貧
富
、
身
分
の
差
な
く
墓
が
交
錯
し
て
つ
く
ら
れ
、

ま
た
人
々
の
移
動
な
ど
が
あ
っ
て
、

宗
族

・
家
族
で
の
埋
葬
地
を

一
か
所
に
定

め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
墓
を
識
別
す
る
便
宜
上
、
各
種
の
境
丘
形
式
が
生

れ
た
。
第
二
に
、
家
族
私
有
財
産
の
相
続
制
に
移
行
し
、
家
族
の
観
念
が
強
固

と
な
り
、
家
長
に
制
到
す
る
喪
葬
儀
穫
が
重
ぜ
ら
れ
、
祖
先
の
墳
丘
が
充
寅
し
、

墓
墳
と
墳
丘
の
造
営
は
生
者
の
家
屋
を
築
く
と
同
じ
よ
う
に
考
え
た
(『萄
子』

薩
論
〉
。
第
三
に
、
集
権
的
君
主
種
制
が
成
立
し
、
新
し
い
爵
位
に
も
と
づ
く

身
分
制
度
が
確
立
す
る
と
、
墳
墓
の
等
級
制
度
が
次
第
に
完
成
し
、
い
ま
ま
で

の
墓
域
内
の
差
等
に
加
え
て
地
上
の
墳
墓
の
形
に
あ
る
等
級
が
重
視
さ
れ
た

(
「
腫
記
』
月
令
孟
冬
の
僚
)
。
第
四
に
、
墓
域
の
鎖
張
に
よ
り
掘
り
だ
さ
れ
た

土
量
が
多
く
、
そ
の
土
が
積
み
あ
げ
ら
れ
て
高
大
な
墳
丘
に
な
っ
た
と
い
う
建

造
の
さ
い
の
技
術
的
な
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
墓
の
名
問
問
も
戦
園
時
代
の

墳
丘
墓
の
普
及
と
設
展
に
と
も
な
っ
て
出
炭
化
し
た
。
春
秋
時
代
以
前
は

「墓
」

と
稽
し
て
い
た
の
が
、
高
い
封
土
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

高
い
山
の
頂
を
い
う

「
家
」
、
盛
り
上
げ
た
土
塊
を
い
う
「
墳
」、
高
い
土
丘
を
い
う
「
丘
」
を
墓
の

呼
び
名
と
し
て
採
用
し
た
。
更
に
君
主
の
境
基
が
戦
闘
時
代
中
期
か
ら
「
陵
」

と
稽
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
越
、
楚
、

秦
な
ど
の
諸
園
に
始
じ
ま
る
が
、
そ
の
原

因
は
一
つ
に
封
建
的
身
分
階
級
制
の
最
高
の
地
位
に
あ
る
園
王
の
墓
が
、
み
な

高
大
な
墳
墓
で
一
般
的
に
山
陵
の
形
に
た
と
え
ら
れ
た
か
ら
、
二
つ
に
そ
れ
が

や
が
て
至
高
・
無
上
の
皇
帝
権
力
を
誇
示
す
る
表
現
に
つ
ら
な
っ
て
い

っ
た
か

ら
で
あ
る
と
す
る
。
帝
閣
成
立
後
は
皇
帝
の
墳
墓
は

「
山
」
と
も
い
わ
れ
、
後

に
は
「
山
陵
」
と
稽
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
の
ベ
る
。

三
は
、
帝
王
の
陵
園
に
「
疲
」
を
造
営
す
る
陵
疲
制
度
を
起
源
か
ら
前
漢
時

代
ま
で
を
の
ベ
る
。
君
主
の
祖
先
を
ま
つ
る
宗
廟
が
都
邑
の
中
に
あ
っ
た
が
、

職
閣
時
代
中
期
頃
か
ら
措
変
化
が
あ
ら
わ
れ
、
秦
始
皇
帝
陵
に
な
る
と
こ
れ
ま
で

宗
廟
の
中
に
あ
っ
た
「
疲
」
を
陵
墓
の
近
く
に
つ
く
る
(
奈
邑
『
濁
断
』〉
。
こ

の
制
度
は
前
漢
時
代
に
も
う
け
つ
が
れ
(『漢
書
』
意
賢
停
附
章
玄
成
俸
)
、

「
廟
」
は
陵
園
の
外
側
の
近
く
に
、
「
寝
」
は
陵
園
の
内
側
に
つ
く
ら
れ
、
宗

廟
と
陵
墓
と
が
結
合
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
文
献
だ
け
で
な
く
、
快
西
省
西

安
北
方
に
ほ
ぼ
東
西
に
並
ん
で
つ
く
ら
れ
た
前
漢
の
帝
王
陵
の
調
査
で
も
わ
か

る
。
景
帝
陽
陵
と
王
皇
后
陵
の
員
南
四

O
O米
の
と
こ
ろ
に
高
蓬
式
の
建
築
地

が
あ
り
、
こ
れ
が
景
帝
顕
で
あ
る
徳
陽
宮
祉
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
元
帝
清

陵
の
北
三

O
O米
に
も
建
築
祉
が
あ
り
、
こ
れ
は
元
帝
廟
で
あ
る
長
寄
宮
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い
し
、
さ
ら
に

高
組
長
陵
の

北
三
八

O
米
に
も
建
築
祉
が
あ

り
、
原
廟
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
「
廟
」
の
位
置
は
陵
墓
と
の
聞
に

一

定
の
規
則
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
地
勢
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

さ
ら
に
廟
が
陵
墓
に
近
く
つ
く
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
次
の
如
く
の
ベ
る
。

こ
の
制
度
は
恵
帝
が
叔
孫
逼
の
議
を
入
れ
て
、
高
-
温
の
廟
を
う
つ
し
た
こ
と
に

始
じ
ま
り
(
『
漢
書
』
叔
孫
通
俸
て
そ
の
理
由
は
蛍
時
の
人
々
が
死
者
の
簸
魂

が
陵
墓
の
そ
ば
の
疲
に
住
む
と
信
じ
て
い
た
の
で
、
死
者
の
鐙
魂
が
宗
廟
に
行

っ
て
祭
犯
の
典
躍
を
受
け
や
す
く
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。

つ
い
で
著
者
は
前
漢
時
代
以
前
に
つ
い
て
、
文
献
と
考
古
皐
資
料
を
あ
わ
せ
て

考
え
る
。
始
皇
帝
陵
(
鹿
山
園
と
も
稽
し
て
い
た
〉
は
内
外
二
重
の
圏
橋
に
か

こ
ま
れ
、
陵
を
め
ぐ
る
正
方
形
に
近
い
圏
塙
の
西
側
に
建
築
祉
が
あ
り
、
出
土

し
た
陶
査
に

「麗
山
臥
官
右
」
な
ど
の
陶
文
が
あ
っ
て
、
飲
食
を
奉
供
す
る

役
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
一
九
八

O
年
一
一
一
月
に
は
陵
墓
の
封

土
の
西
側
約
一
七
米
の
と
こ
ろ
か
ら
青
銅
製
の
四
馬
が
駕
す
る
車
が
二
輔
出
土

-176ー
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し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
〈
ロ
績
に
定
員
を
の
せ
る
。
こ
の
篤
員
は
我
が
閣
に
は

じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
)
、
そ
れ
が
死
者
の
霊
魂
が
乗
っ
て
巡
行
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
よ
り
蔚
房
が
附
設
さ
れ
、
車
馬
が
お
か
れ
た
陵
の

西
側
こ
そ
が
、
始
皇
帯
陵
の
綬
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
陵
疲
制
度
は
文
献
で
は
秦
昭
王
の
時
以
来
で
、
顧
炎
武
に
よ
る
と
、

秦
で
は
宗
廟
の
躍
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
陵
の
そ
ば
に
獲
を
置
く
こ
と
を
創
始

し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
『
日
知
録
』
墓
奈
〉
が
、
著
者
は
こ
れ
に
製
し

て
、
秦
が
中
原
諸
園
か
ら
常
に
「
そ
の
善
し
き
を
采
捧
」
を
し
て
い
た
の
で
、

陵
の
そ
ば
に
疲
を
つ
く
り
、
陵
の
近
く
に
廟
を
建
て
る
制
度
も
中
原
諸
園
か
ら

う
け
た
の
で
あ
る
と
し
、
中
原
諸
園
の
例
を
河
北
省
卒
山
勝
で
調
査
さ
れ
た
戟

園
時
代
の
中
山
王
墓
と
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
銅
版
「
兆
域
圃
」
を
も
っ
て
透

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
兆
域
圃
」
に
見
え
る
「
堂
」
は
療
に
あ
て
、
河
南
省
眠
障
師
胸

囲
園
村
で
褒
掘
さ
れ
た
三
基
の
並
ぶ
融
制
園
時
代
の
貌
墓
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ

た
と
考
え
て
い
る
。
獲
を
墓
地
に
つ
く
る
雄
俗
は
股
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
河
南

省
安
陽
の
小
屯
五
時
肌
墓
〈
婦
好
墓
〉
、
大
司
空
村
の
一

一
・
一

二
・
三
O
一・

三
二
一
械
の
各
墓
の
墓
墳
の
輿
上
に
あ
る
建
造
物
が
穫
で
あ
り
、
墓
績
の
大
き

き
と
一
致
す
る
の
は
、
墓
主
の
震
魂
の
生
活
に
便
利
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
宗
廟
制
と
陵
履
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
、
春
秋
時
代
ま
で
は

宗
廟
は
祖
先
祭
や
宗
族
の
儀
式
を
行
う
と
同
時
に
、
政
治
上
の
重
要
な
儀
式
も

行
い
、
決
定
し
た
命
令
を
布
告
す
る
所
で
あ
っ
た
の
が
、
戦
薗
時
代
中
期
以

後
、
集
権
的
君
主
政
権
の
確
立
よ
り
君
主
の
朝
廷
の
方
が
宗
廟
よ
り
重
要
に
な

り
、
宗
廟
が
た
だ
祖
先
祭
や
王
族
内
の
俸
統
的
儀
式
を
行
う
だ
け
の
場
所
に
第

り
、
墓
地
に
療
を
た
て
る
古
来
の
躍
俗
を
う
け
つ
つ
、
在
来
の
宗
廟
の
廟
と
疲

を
分
割
し
て
、
墓
と
結
び
つ
い
て
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
農
の
設
備
は
正

療
と
便
殿
と
か
ら
な
り
、
正
療
は
墓
主
の
震
魂
が
日
常
生
活
を
行
う
と
こ
ろ

で
、
坐
位
・
床
・
机
・
匝
置
・
被
枕
・
衣
冠
そ
の
他
日
用
品
が
お
か
れ
、
毎
日

四
固
定
刻
に
食
物
が
供
せ
ら
れ
、
毎
月
、
陵
の
近
く
の
廟
で
祭
嘩
が
あ
る
と
き

に
は
衣
冠
が
廟
ま
で
遊
ぶ
こ
と
に
な
る
こ
と
も
の
べ
て
い
る
。

四
で
は
、
後
漢
時
代
に
な
る
と
、
毎
年
の
元
旦
の
朝
賀
の
儀
式
〈元
倉
儀
)
を

明
帝
が
光
武
帝
原
陵
の
陵
疲
で
行
っ
た

「上
陵
の
雄
」
を
は
じ
め
、

宗
廟
で
行

わ
れ
る
二
十
五
洞
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
「
酎
金
の
穫
」
も
陵
穫
に
移
さ
れ

て
、
陵
穫
の
地
位
が
大
い
に
上
が
り
、

反
射
に
宗
廟
の
地
位
が
低
下
し
た
。
こ

れ
は
蛍
時
の
社
舎
一
般
が
上
墓
や
墓
柁
を
重
じ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で
あ
り
、

そ
の
背
景
に
後
漢
時
代
に
お
け
る
豪
族
勢
力
の
設
展
が
あ
り
、
祖
先
の
墓
に
詣

で
て
祭
犯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
族
の
圏
結
を
強
固
に
す
る
一
つ
の
手
段
に
し

て
い
て
、
墳
墓
に
洞
堂
・
石
廟
を
た
て
る
こ
と
を
も
流
行
さ
せ
た
と
す
る
。
上

陵
の
穫
が
確
立
さ
れ
る
と
宗
廟
は
重
要
な
役
割
を
失
っ
て
、
「
天
子
七
廟
」
制

も
駿
止
さ
れ
、
「
同
堂
異
室
」
的
方
式
が
と
ら
れ
、
陵
疲
で
盛
大
な
上
陵
の
躍

が
行
わ
れ
て
く
る
と
、
そ
の
規
模
は
撲
大
し
改
造
さ
れ
儀
式
を
行
う
大
廟
が
つ

く
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
宗
廟
と
同
じ
地
位
を
確
保
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

五
で
は
、
政
局
不
安
定
と
少
数
民
族
の
中
原
進
出
、
貌
の
文
帝
の
湾
葬
の

詔
、
経
済
的
後
退
、
帝
王
陵
が
盗
掘
さ
れ
る
な
ど
の
祉
曾
紋
態
で
、

陵
療
を
保

存
し
、
そ
こ
で
躍
を
行
う
陵
疲
制
度
が
し
ば
ら
く
放
棄
さ
れ
、
厚
葬
の
風
が
衰

え
た
鶏
耳
目
・
南
朝
と
北
朝
の
北
貌
に
つ
い
て
の
ベ
る
。
北
貌
で
は
鮮
卑
と
漢
族

の
文
化
が
結
び
つ
い
た
新
た
な
陵
獲
制
度
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
陵
の
前
に
鮮

卑
の
風
で
あ
る
石
廟
ま
た
は
石
室
と
い
わ
れ
る
石
造
の
洞
廟
の
よ
う
な
性
質
を

も
っ
営
造
物
、
石
獣
、
石
碑
、
石
闘
が
た
て
ら
れ
、
更
に
併
教
の
信
仰
と
結
び

つ
い
て
傍
堂
や
驚
堂
を
洞
廟
に
混
在
さ
せ
て
い
た
(
永
園
陵
)
。
孝
文
帝
の
洛

陽
遷
都
後
は
、
北
部
の
地
に
長
陵
を
中
心
と
し
て
多
く
の
区
域
に
分
け
た
鮮

卑
各
部
族
た
ち
の
墓
地
が
つ
く
ら
れ
、
上
陵
の
躍
を
復
活
し
て
き
た
が
、
こ
れ
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は
定
期
的
で
な
く
改
元
と
か
親
政
開
始
な
ど
の
図
家
の
大
事
に
際
し
て
謁
陵
し

て
、
先
帝
の
一仰
盤
に
封
し
て
指
示
を
仰
ぎ
報
告
し
て
い
る
こ
と
は
、
鮮
卑
族
固

有
の
雄
俗
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
る
。

六
で
は
、
唐
代
以
後
の
こ
と
を
の
ベ
る
。
唐
代
に
な
る
と
祉
倉
、
経
済
雨
面
の

回
復
と
設
展
に
よ
っ
て
、
陵
綾
制
度
も
ま
た
抜
大
渡
展
し
、
太
宗
昭
陵
の
場
合

に
は
疲
が
三
か
所
に
分
け
て
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
は
墓
室
の
門
の
崎
県
上
に
神
遊
殿

と
い
う
墓
主
の
簸
魂
が
遊
楽
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
は
陵
上
に
疲
を
た
て

た
職
園
時
代
の
追
風
と
み
る
。
重
要
な
儀
式
を
行
う
た
め
の
大
規
模
な
鰍
殿
、

疲
殿
が
、
南
の
朱
雀
門
を
入
っ
て
陵
墓
に
い
た
る
と
こ
ろ
に
た
て
ら
れ
、
も
は

や
後
漢
時
代
の
よ
う
な
疲
か
ら
は
か
け
は
な
れ
た
も
の
に
な
る
。
も
う
一
つ
は

下
宮
と
も
よ
ば
れ
る
疲
宮
で
、
墓
主
の
鐙
魂
が
飲
食
し
起
居
す
る
と
い
う
日
常

生
活
を
迭
る
場
所
が
、
も
と
山
上
に
つ
く
ら
れ
た
が
後
に
は
水
の
使
の
た
め
も

あ
っ
て
山
下
に
移
築
さ
れ
た
。
今
日
も
西
安
の
北
方
に
ひ
ろ
が
る
唐
代
皇
帝
陵

は
昭
陵
の
規
格
に
準
じ
て
造
営
さ
れ
、
献
殿
と
疲
宮
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
こ

と
は
、
上
陵
に
と
も
な
う
祭
柁
の
場
が
一
柳
湿
の
日
常
生
活
を
ま
か
な
う
た
め
の

施
設
か
ら
切
り
離
れ
た
こ
と
に
な
り
、
上
陵
、
朝
奔
、
祭
把
な
ど
の
儀
式
は
さ

ら
に
そ
の
重
要
性
を
顕
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
北
宋
に
な
る
と
詩
陵
の
制
は
な

く
な
り
、
死
後
七
ヶ
月
の
閲
に
造
品
宿
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
日
、
河
南
省

拍
車
豚
に
あ
る
八
基
の
陵
墓
は
す
べ
て
同
一
規
格
の
喜
一
階
式
方
形
墳
で
、

古同
低、

大
小
、
距
離
な
ど
に
差
が
あ
る
だ
け
で
、
墳
丘
の
ま
わ
り
に
は
漢
・

唐
代
と
同

じ
く
四
面
に
一
門
を
持
つ
一
刺
繍
と
い
う
地
垣
が
あ
る
。
陵
園
内
の
主
要
な
建
物

は
唐
代
と
同
じ
く
、
陵
墓
の
前
面
に
上
宮
(唐
の
献
殿
、
疲
殿
)
を
、
下
宮
で

あ
る
疲
宮
は
陵
墓
の
南
方
の
西
よ
り
に
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
位
置
は
陰
陽

堪
輿
な
る
迷
信
に
よ
っ
て
い
た
。
南
宋
の
陵
墓
は
北
方
の
祖
宗
の
陵
園
を
失
っ

た
た
め
に
、
一
時
の
陵
墓
と
し
て
横
宮
を
紹
興
に
つ
く
り
、
失
地
回
復
の
後
に

陵
墓
も
一再
建
し
よ
う
と
志
し
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
北
宋
の
制
度
が
踏
袋

さ
れ
た
。
元
代
は
蒙
古
族
の
風
俗
に
よ
り
、

墓
を
か
く
し
て
墳
丘
を
き
づ
か
な

い
潜
埋
的
埋
葬
方
式
が
行
わ
れ
た
が
、
明
代
に
な
る
と
重
大
な
改
革
が
加
え
ら

れ
た
。
そ
の

一つ
は
賓
頂
と
よ
ば
れ
た
陵
墓
は
園
墳
に
な
り
、
第
二
に
下
宮
で

あ
る
綬
宮
の
造
営
を
や
め
て
、
上
宮
で
あ
る
祭
殿
の
規
模
を
抜
大
し
、

宮
人
を

置
い
て
紳
盤
の
日
常
生
活
に
奉
仕
さ
せ
る
と
い
う
制
度
も
な
く
な
っ
た
。
こ
れ

は
省
時
の
政
治
上
の
要
求
か
ら
上
井
、
朝
奔
、

献
祭
な
ど
の
荘
重
な
儀
式
を
宣

揚
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
の
権
威
を
確
立
し
、
統
治
を
よ
り
強
固
に
す

る
手
段
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
陵
閣
の
箇
捕
が
方
形
か
ら
長

方
形
に
な
り
、
そ
の
中
が
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
第
一
の
中
庭
に
は
陵
門
の
ほ

か
、
爾
側
に
碑
亭
、
神
崎
、
一
柳
庫
が
、
第
二
の
中
庭
に
は
祭
殿
(享
殿
)
と
一陶

わ
き
の
配
殿
が
、
第
三
の
中
庭
に
は
牌
坊
、
五
供
肇
が
、
中
央
に
は
墓
碑
を
た

て
た
方
城
明
補
償
が
き
づ
か
れ
て
い
た
。
清
朝
は
こ
の
制
を
う
け
て
ほ
と
ん
ど
須

更
さ
れ
な
か
っ
た
。

七
、
八
は
墓
制
と
身
分
的
秩
序
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
、
七
で
は

身
分
的
秩
序
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
墳
丘
の
高
低
を
定
め
る
と
い
う
陵
疲
制
度

を
考
察
す
る
。
漢
律
に
列
侯
の
墳
吉岡
四
丈
以
下
、
照
λ
に
い
た
る
ま
で
の
そ
れ

ぞ
れ
差
が
あ
る
こ
と
が
み
え
る
外
、

a
M政
者
は
墳
形
な
ど
墳
墓
に
ま
つ
わ
る
差

等
を
重
視
し
て
い
た
。
唐
代
も
漢
代
と
同
じ
く
陵
墓
に
お
け
る
序
列
制
度
を
中

央
集
権
政
治
鐙
制
を
支
え
る
柱
と
考
え
、
墳
形
で
は
一
般
に
圏
境
が
等
級
が
下

で
、
方
形
墳
が
上
で
か
つ
蜜
階
の
二
層
の
も
の
が
一
等
高
い
位
置
に
あ
っ
た

し
、
ま
た
吉岡
さ
も
序
列
規
定
が
あ
っ
た
。
八
は
墓
主
の
身
分
制
上
の
地
位
を
し

め
す
も
の
と
し
て
、
墓
前
に
た
て
ら
れ
た
石
柱
、
石
碑
、
石
獣
な
ど
の
石
刻
群

に
つ
い
て
論
じ
、
残
っ
て
い
る
も
の
の

一
番
古
い
前
漢
代
の
窪
去
病
墓
の
石
献

は
、
彼
の
旬
奴
征
伐
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
漢
代
の
も
の
ハ
石
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獣
、
石
碑
の
現
存
す
る
も

の
は
な
い
が
、
「
水
経
注
L

な
ど
の
文
献
に
よ
る
と
)

は
身
分
の
差
に
よ
っ
て
、

石
刻
の
高
低
、大
小
、
数
量

が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
あ
り
、
そ
の
位
置
も
上

墓
祭
穫
の
躍
俗
に
臨
応
じ
て
、

病
堂
ま
た
は
洞
廟
の
と
こ

ろ
に
配
列
さ
れ
た
も
の
、

墓
前
の
大
道
(
紳
道
)
の

爾
側
に
封
を
な
し
て
配
置

さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
こ

れ
ら
は
宮
殿
の
構
造
に
な

ら
っ
た
寝
殿
に
お
い
て
、

皇
帝
の
紳
震
を
守
る
衛
士

の
姿
で
あ
り
、
吉
祥
を
願

い
慈
鬼
を
は
ら
う
動
物
・

鐙
獣
の
姿
で
あ
っ
た
。
こ

の
制
は
一
時
な
く
な
る
が

再
び
南
北
朝
時
代
に
陵
寝

制
度
の
復
活
と
共
に
配
置

さ
れ
、
と
く
に
南
朝
に
お

い
て
は
残
存
す
る
も
の
が

多
く
み
ら
れ
る
。
唐

・
宋

代
に
は
身
分
で
石
刻
の
種
類
が
厳
格
に
区
別
さ
れ
、
宋
で
は
と
く
に
石
獣
が
中

心
と
な
っ
た
が
、
現
存
の
も
の
は
文
献
に
見
え
る
規
定
を
こ
え
る
も
の
が
多

い
。
明
代
に
な
る
と
石
刻
の
種
類
に
整
理
が
あ
り
、
い
ま
ま
で
と
こ
と
な
り
大

型
の
動
物
・
神
獣
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
も
身
分
に
よ
っ
て
墓
す
べ
て
の
規
定
と

と
も
に
差
等
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

以
上
が
本
書
の
紹
介
で
あ
る
。
次
に
気
が
つ
い
た
こ
と
を
二
、
三
の
べ
て
み

た
い
。本

著
書
の
も
と
も
と
の
な
り
た
ち
が
講
演
の
た
め
の
原
稿
と
し
て
書
か
れ
た

と
い
う
性
格
が
あ
る
の
で
、
や
や
も
す
る
と
個
々
の
問
題
で
ま
だ
著
者
が
論
じ

た
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
概
設
的
で
あ
る
が
、
皇
帝
陵
の
陵
疲
制
度
に
つ
い

て
、
そ
の
起
源
か
ら
清
代
に
い
た
る
ま
で
を

一
本
の
筋
道
を
つ
け
て
概
論
す
る

と
と
も
に
、
身
分
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
は
、

今
日
の
よ
う
に

文
献
だ
け
で
な
く
、
皇
帝
陵
を
含
む
官接
の
多
く
が
考
古
皐
調
査
が
行
わ
れ
て
い

る
情
況
下
で
は
、
今
後
の
新
し
い
研
究
の
た
め
の
指
標
と
し
て
有
意
義
な
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
気
の
つ
い
た
疑
問
黙
を
若
干
の
べ
て
み
た
い
。

第
一
に
、
中
原
に
お
け
る
墳
丘
墓
の
出
現
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
春
秋
時
代
末

期
頃
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
し
て
、
四
つ
の
原
因
を
あ
げ
て
い
る
が
、
中
園
に
お

け
る
墳
丘
墓
の
も
っ
と
も
古
い
も
の
は
著
者
も
あ
げ
て
い
る
よ
う
に、

揚
子
江

以
南
の
東
よ
り
の
地
、
安
徽
省
屯
渓
市
、
江
蘇
省
句
容
鯨

・
金
熔
燃
で
調
査
さ

れ
た
西
周
時
代
の
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
こ
の
地
域
の
地
下
水
位
が
高
い
の
で、

地
下
に
墓
域
が
掘
れ
ず
地
表
面
に
栗
石
を
ひ
く
か
、
焼
き
固
め
る
か
し
て
棺
肇

を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
闘
形
な
ど
の
墳
丘
を
築
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
原
の

も
の
と
別
も
の
で
中
原
と
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
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そ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。
各
地
に
残
る
墳
丘
墓
で
古
い
も
の
は
春
秋
・
戟
園
時

代
の
幾
り
自
の
時
の
も
の
で
、
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
は
中
原
地
区
で
な
く
、
南

方
の
楚
圏
、
禁
園
、
北
方
の
燕
圏
、
斉
園
の
領
内
に
あ
た
る
地
域
で
あ
る
。
中

原
地
匿
の
墳
丘
が
早
く
破
域
さ
れ
て
現
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
し
か
し
、

中
園
に
お
け
る
墳
丘
墓
は
中
原
で
生
れ
た
の
で
は
な
く
、
西
周

時
代
の
も
の
を
除
い
て
も
、
そ
れ
は
周
遊
の
園
々
に
始
じ
ま
っ
た
と
い
う
事
賓

が
あ
る
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
著
者
の
あ
げ
た
四
つ
の
理

由
だ
け
で
、
墳
丘
墓
の
出
現
を
考
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
の
こ
る
。
関
野
雄
氏

(「中
園
に
お
け
る
墳
丘
の
生
成
」
『
中
園
考
古
曲
学
研
究
』
所
枚
)
の
資
料
が
少

な
い
時
の
研
究
で
は
あ
る
が
、
北
方
の
墳
丘
墓
ク

ル
ガ
ン
の
影
響
を
考
え
ら
れ

た
が
、
こ
の
見
解
を
含
め
て
、
中
原
で
の
墳
丘
墓
の
出
現
を
考
え
る
の
に
は
周

遊
地
区
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、

陵
疲
制
度
の
創
始
時
期
に
つ
い
て
、
股
墓
の
墓
峨
棚
上
の
唄
土
に
接

す
る
版
築
の
基
肇
に
寝
と
思
わ
れ
る
建
築
が
た
て
ら
れ
、
そ
の
雄
俗
が
庚
く
普

及
し
た
の
は
戦
園
時
代
か
ら
秦
漢
代
で
、
河
北
省
卒
山
懸
の
中
山
王
陵
、
河
南

省
輝
勝
国
箇
村
の
貌
王
陵
が
そ
の
博
統
の
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
と
く

に
中
山
王
陵
の
場
合
に
は
、
復
原
で
は
版
築
の
三
重
土
壇
を
心
に
し
た
三
層
の

木
造
建
築
で
あ
る
寝
が
あ
り
、
今
日
で
は
土
壇
が
墳
丘
の
よ
う
に
な
っ
て
残
っ

て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
形
式
が
う
け
つ
が
れ
て
秦
始
皇
帝
陵
が
つ
く
ら
れ
た

と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
設
は
著
者
だ
け
で
な
く
他
の
人
も
の
べ
て
い
る
〈
秋

山
進
午
「
中
山
王
陵
と
始
皇
陵
」
『
王
陵
比
較
研
究
』
一
九
八
一
年
所
枚
)
。

し
か
し
私
は
始
皇
帝
陵
の
場
合
は
少
し
異
っ
た
考
え
方
を
し
て
い
る
(
「
秦
の

葬
制
に
つ
い
て
」
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
三
日
、
東
洋
史
研
究
大
曾
褒
表
〉
。
そ

れ
は
文
献
に
よ
る
と
、
秦
で
は
昭
王
以
来
、
「
陵
傍
立
廟
」
制
を
と
っ
て
い
る

が
、
療
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
は
始
皇
帝
陵
で
、
そ
れ
は
著
者
が
の
べ
る
よ

う
に
陵
の
西
側
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
墳
丘
の
上
に
は
建
物
ら
し
い
も
の
が
あ
っ

た
痕
跡
が
な
い
。

す
な
わ
ち
、
墓
崎
棚
上
に
綬
を
建
て
た
中
山
王
陵
、
貌
王
陵
と

は
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

墓
柵
棚
上
に
疲
を
建
て
る
虚
俗
は
河
南
省
安
傷

豚
の
股
墓
と
あ
わ
せ
て
、

今
の
と
こ
ろ
は
河
北
省
南
部
、
河
南
省
北
部
の
太
行

山
脈
が
華
北
一中
原
に
お
り
て
い
く
線
上
に
黙
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
だ
秦

の
始
皇
帝
陵
以
前
の
諸
王
陵
調
査
が
正
式
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の
で
言
い
き

る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
が
、
先
き
の
墳
丘
墓
成
立
と
合
せ
て
、
中
原
諸
園
の
櫨

俗
が
秦
に
及
ん
だ
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
貌
E

日南
朝
時
代
に
お
け
る
陵
疲
制
度
の
衰
退
に
つ
い
て
、
貌
の
文

帝
の
薄
葬
令
、
政
治
不
安
定
に
よ
る
杜
曾
秩
序
素
飢
で
盗
掘
が
行
わ
れ
る
な
ど

の
黙
か
ら
の
べ
る
が
、
東
耳
目
、
南
朝
に
お
け
る
山
腹
に
墓
療
を
掘
り
墳
丘
を
と

も
な
わ
な
い
崖
墓
形
式
の
墓
、
そ
う
し
て
そ
の
小
型
化
は
、
本
質
の
地
を
夷
秋

に
取
ら
れ
て
南
下
し
た
人
々
が
、
い
つ
か
の
日
に
本
貫
に
飾
葬
し
よ
う
と
考
え

て
い
た
こ
と
も
、

そ
の
原
因
の
一
つ
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
陵
疲
制
度
の
身
分
的
序
列
に
つ
い
て
、
著
者
は
地
上
面
に
あ
ら
わ

れ
た
、
墳
丘
の
大
き
さ
、
石
刻
群
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
が
、
地
下
の
構
造
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
べ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
墓
道
が
あ
る
の
か
、
な
い
の

か
、
あ
っ
て
も
そ
れ
が
一

方
か
ら
だ
け
か
、
爾
方
か
ら
か
に
よ
っ
て
身
分
差
が

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
え
方
を
知
り
た
い
。
ま
た
墳
丘
の
高
低

に
つ
い
て
言
え
ば
、
漢
律
に
見
え
る
規
定
が
南
北
朝
を
経
て
唐
律
の
中
に
う
け

つ
が
れ
て
い
か
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
鶴
閲
和

幸
氏
(
「
漢
律
に
お
け
る
墳
丘
規
定
に
つ
い
て
」
『
東
洋
文
化
』
六

O
務
所
収
)

の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
、
漢
律
の
制
定
時
期
を
経
書
(
『
周
雄
』
家
人
の
傑
)

か
ら
締
書

(『会
文
嘉
』
墳
丘
設
〉
、

緯
書
か
ら
律
と
い
う
漣
思
想
の
律
規
定
化

の
動
き
を
考
察
し
て
、
後
漢
時
代
初
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
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し
、
更
に
そ
の
規
定
が
二
十
等
爵
制
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ

る
。
著
者
の
の
ベ
る
如
く
獲
の
造
営
に
つ
い
て
身
分
的
規
定
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
面
に
み
ら
れ
る
身
分
的
規
定
を
統
合

し
、
且
つ
そ
れ
が
現
寅
祉
禽
の
い
か
な
る
身
分
的
序
列
、
す
な
わ
ち
鶴
間
氏
の

い
う
よ
う
な
二
十
等
爵
制
に
削
割
腹
す
る
も
の
か
ど
う
が
に
つ
い
て
も
、
も
う
少

し
く
わ
し
い
著
者
の
見
解
を
聞
き
た
く
思
う
。

墓
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
世
の
地
上
に
つ
く
ら
れ
る
が
、
そ
こ
は
寅
は
現
世

か
ら
へ
だ
て
ら
れ
た
冥
界
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
陵
墓
と
現
世
の
我
々

と
が
い
か
な
る
か
か
わ
り
方
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
陵
疲
制
度
で
あ
る
と

思
わ
れ
、
そ
の
制
度
は
我
々
の
側
の
後
化
、
す
な
わ
ち
祉
曾
製
革
や
政
局
の

受
動
に
結
び
つ
い
て
獲
る
が
、
特
に
皇
帝
の
陵
墓
の
場
合
は
、
す
で
に
残
し
た

皇
帝
と
言
え
ど
も
、
現
世
の
皇
帝
権
威
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
黙
か
ら
、
特

に
重
視
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
墓
が
現
賓
の
身
分
を
こ
え
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と

は
、
皇
帝
を
頂
貼
に
す
る
政
治
・
枇
曾
構
造
の
破
媛
に
つ
な
が
る
の
で
、
律
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
寅
に
は
律
を
こ
え
る
こ
と
が
度
々

あ
り
、
律
と
麓
俗
の
関
に
お
け
る
む
つ
か
し
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
以
上
の

問
題
に
つ
い
て
通
史
を
の
べ
た
こ
の
書
は
今
後
の
研
究
に
盆
す
る
こ
と
は
大
き

い
。
ま
た
中
園
の
陵
疲
制
度
を
中
心
と
す
る
皇
帝
陵
な
い
し
は
墳
丘
墓
の
起
源

と
努
遷
は
、
我
が
園
古
代
の
陵
墓
制
を
考
え
て
い
く
上
で
も
大
き
く
参
考
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
紹
介
と
書
-
評
は
、
ご
く
一
部
の
時
代
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
者
の
手

に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
誤
解
・
曲
解
な
ど
が
あ
っ
て
著
者
に
非
躍
を
つ
く

し
た
こ
と
を
御
寛
恕
ね
が
い
た
い
。
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生
社

A
5
版

六

一

頁

程
千
帆
著

唐
代
進
士
行
巻
興
支
顎

村

上

哲

見

B
6
版
、
と
い
う
と
比
較
的
小
型
の
、
し
か
も
九
十
頁
の
小
冊
で
あ
る
が
、J

内
容
は
豊
か
で
議
み
ご
た
え
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
本
書
が
大
小
八
十

徐
種
の
文
献
、

三
十
徐
種
の
近
人
の
著
者
論
文
を
渉
磁
し
て
得
た
豊
富
な
材
料

を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。

表
題
の

「行
巻
」
と
は
、
著
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

。
行
各
と
い
う
の
は
、
科
血
争
の
受
験
者
が
自
ら
の
文
皐
作
品
を
編
集
し
て
巻

軸
に
仕
立
て
、
試
験
に
先
だ
っ
て
そ
の
時
の
祉
曾
的
、
政
治
的
、
ま
た
文
壇

に
お
け
る
有
力
者
に
贈
呈
し
、
試
験
官
す
な
わ
ち
試
験
を
主
宰
す
る
腫
部
侍

郎
に
射
し
て
推
薦
す
る
こ
と
を
彼
等
に
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
及
第

の
希
望
を
増
大
す
る
ひ
と
つ
の
手
段
で
あ
る
0

9

(

3

頁
)

そ
し
て
こ
の
風
習
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

多
唐
代
文
閉
円
干
の
端
技
展
に
削
到
し
て
積
極
的
な
促
進
作
用
を
起
し
た
の
は
、
進
土

科
事
制
度
そ
れ
自
鐙
で
は
な
く
て
、
そ
の
制
度
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
行
各

と
い
う
こ
の
風
習
で
あ
る
ノ

(
2
頁〉

こ
の
小
冊
は
右
の
よ
う
な
見
解
の
も
と
に
、
唐
代
に
お
け
る
「
行
巻
」
な
る

風
習
の
質
態
と
、
そ
の
文
皐
に
制
到
す
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

右
の
見
解
の
う
ち
、
「
進
士
科
盛
制
度
そ
れ
自
燈
で
は
な
く
て
云
云
」

と
い

う
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
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