
漢

墓

の

変

容

一
榔
か
ら
室
ヘ
ー

黄

暁

門
要
約
】
　
中
国
古
代
の
埋
葬
施
設
の
中
で
最
も
代
衰
的
な
も
の
は
竪
穴
系
の
木
榔
墓
と
横
穴
系
の
穗
室
墓
で
あ
る
。
前
者
か
ら
後
者
へ
の
推
移
は
、
中
国

墓
制
史
上
の
大
き
な
画
期
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
地
域
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
榔
に
つ
い
て
は
文
献
の

引
用
や
解
釈
な
ど
に
曖
昧
な
部
分
が
多
く
、
定
義
す
ら
い
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
異
な
る
二
種
の
埋
葬
施
設
が
も
つ
複
雑
さ
と

多
様
性
の
た
め
に
統
一
的
な
理
解
に
欠
け
て
い
る
。
本
稿
は
、
発
掘
調
査
の
資
料
に
基
づ
き
、
漢
墓
に
お
け
る
榔
と
室
の
構
造
に
関
す
る
資
料
集
成
を
行

い
、
解
と
室
の
型
式
変
遷
を
提
示
し
、
拙
老
の
統
一
的
な
把
握
を
試
み
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
榔
が
漸
移
的
な
変
化
を
遂
げ
て
室
の
完
成
に
至
る
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
、
回
廊
施
設
の
形
成
、
玄
門
と
横
入
口
の
整
備
、
そ
れ
に
続
く
祭
祀
空
間
の
発
達
が
榔
か
ら
窒
へ
の
変
容
に

決
定
的
な
役
捌
を
果
た
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
漢
墓
の
変
容
は
、
あ
く
ま
で
内
在
的
な
変
化
で
あ
り
、
被
葬
春
と
そ
の
身
分
を
象
徴
す
る
持
ち
物
だ
け
を

入
れ
る
た
め
の
密
閉
型
の
墓
か
ら
、
被
葬
春
の
社
会
的
地
位
に
応
じ
た
葬
送
執
行
の
場
と
し
て
の
立
体
的
な
墓
へ
と
い
う
埋
葬
思
想
や
社
会
理
念
の
変
化

を
体
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
七
巻
五
号
　
一
九
九
四
年
九
月

酷…

漢墓の変容（黄）

は
　
じ
　
め
　
に

　
中
国
史
上
、
秦
漢
帝
国
の
統
一
は
中
国
の
内
外
に
政
治
、
社
会
、
文
化
の
諸
方
面
に
わ
た
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
そ
の
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
②

歴
史
を
方
向
づ
け
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
文
化
は
馬
沓
堆
漢
墓
や
中
山
王
墓
な
ど
、
か
ろ
う
じ
て
盗
掘
を
免
れ
た
墓
の
発
掘
資

料
に
よ
っ
て
よ
く
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
代
を
豊
か
に
彩
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
一
万
基
以
上
の
漢
墓
や
、
ま
た
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無
数
の
未
調
査
資
料
を
含
め
た
膨
大
な
資
料
に
基
づ
く
考
古
学
的
研
究
に
よ
っ
て
、
当
時
の
社
会
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

　
中
国
の
埋
葬
施
設
に
お
け
る
最
大
の
構
造
上
の
特
微
と
し
て
榔
と
室
が
あ
る
。
鄭
は
棺
を
納
め
る
も
の
と
単
純
に
は
理
解
さ
れ
る
が
、
従
来

の
調
査
と
研
究
に
よ
っ
て
、
榔
が
廃
れ
、
碑
室
や
石
室
が
登
場
し
て
く
る
の
が
漢
代
に
あ
る
こ
と
、
特
に
後
漢
時
代
に
そ
う
し
た
室
の
講
造
が

領
土
全
域
に
広
が
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
榔
と
室
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
竪
穴
系
の
木
野
墓
と
横
穴
系
の
穂
腰
文
に
も

っ
と
も
よ
く
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
構
造
か
ら
見
て
そ
の
差
は
妾
然
埋
葬
に
関
わ
る
思
想
的
な
差
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の

推
移
は
中
国
墓
制
史
上
の
画
期
的
変
化
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
異
な
っ
た
二
種
の
埋
葬
施
設
自
体
の
多
様
性
と
複
雑
さ
に
よ
っ

て
両
者
の
統
一
的
な
理
解
に
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、
文
献
記
載
の
引
用
や
そ
れ
に
関
す
る
解
釈
な
ど
に
も
出
過
な
部
分
が
多
く
、
榔
の
概
念
と

定
義
す
ら
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
調
査
報
告
書
や
論
文
に
は
、
つ
ね
に
両
者
の
概
念
の
混
用
が
見
ら
れ
、

「
榔
室
」
と
い
う
よ
う
な
名
称
が
し
ぼ
し
ば
用
い
ら
れ
た
り
も
し
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
発
掘
の
調
査
資
料
に
基
づ
い
て
漢
墓
に
お
け
る
榔
と
室
の
統
｛
的
な
型
式
分
類
を
行
っ
た
上
で
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
推
移
過
程

に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
加
え
、
墓
糊
と
葬
送
思
想
に
お
け
る
変
革
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

①
　
湖
南
省
博
物
館
等
『
長
沙
馬
王
堆
　
暑
漢
墓
』
文
物
出
版
祉
、
一
九
七
三
年
。

②
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
等
『
満
城
漢
墓
発
掘
報
告
』
文
物
患
版
社
、
一

九
八
○
年
。
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喘
　
研
究
の
現
状
と
問
題
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
、
研
究
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う
。
榔
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
中
国
よ
り
も
日
本
で
い
ち
は
や
く
論
争
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
中
国
に
お
い
て
古
代
の
墓
の
発
掘
調
査
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
文
献
に
記
載
さ
れ
た
棺
榔
の
具
体
像
を
実
証
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
一
九
一
五
年
頃
に
日
本
の
学
会
を
に
ぎ
わ
し
た
こ
の
棺
榔
論
争
は
進
展
せ
ず
に
終
わ
っ
た
。
一
九
三
〇
年
代
に
入
る



漢墓の変容（黄）

と
、
日
本
入
考
古
学
者
に
よ
っ
て
楽
浪
漢
墓
が
発
掘
さ
れ
、
漢
墓
は
骨
壷
墓
と
傳
室
墓
と
い
う
二
種
の
構
造
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

漢
墓
に
関
す
る
最
初
の
認
識
が
得
ら
れ
た
。
　
九
三
四
年
、
水
野
清
一
は
楽
浪
漢
墓
の
調
査
資
料
に
基
づ
い
て
、
ま
だ
当
時
中
国
で
稀
だ
っ
た

他
の
資
料
と
も
比
べ
、
漢
墓
を
木
鄭
墓
と
徳
野
墓
に
分
類
し
両
者
の
構
造
上
の
差
異
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
文
献
を
参
照
し
た
う
え
で
木
榔
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
傳
室
墓
の
時
期
編
年
を
試
み
、
前
漢
期
に
一
時
的
に
出
現
し
た
空
心
大
分
墓
の
屋
根
形
の
頂
部
が
、
以
後
の
無
意
墓
の
窃
薩
頂
の
祖
形
と
な

っ
た
と
考
え
、
漢
墓
の
変
遷
を
推
定
し
た
。
さ
ら
に
氏
は
、
漢
代
薄
室
墓
の
天
井
が
高
く
、
横
に
羨
門
の
あ
る
構
造
は
、
直
接
高
句
麗
の
横
穴

式
石
室
墳
を
発
生
さ
せ
、
聞
接
に
日
本
の
横
穴
式
石
室
墳
の
発
生
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
力
説
し
た
。
考
古
学
の
調
査
資
料
が
か
な

り
不
十
分
で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
意
識
や
見
解
の
明
快
さ
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
漢
墓
構
造
の
編
年
や
議
論
お
よ
び
槙
・

榔
と
室
に
関
す
る
認
識
な
ど
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
間
題
が
残
っ
た
。

　
こ
の
水
野
の
変
遷
観
を
肯
定
し
た
上
で
、
一
九
三
六
年
に
駒
井
和
愛
は
、
穂
古
楽
の
主
要
建
材
と
し
て
使
わ
れ
た
小
型
の
聴
の
平
手
や
小
口

な
ど
に
幾
何
学
文
様
が
よ
く
描
か
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
ら
の
文
様
を
考
察
し
た
結
果
、
最
古
の
装
飾
徳
文
様
は
榔
材
の
断
面
木
理
に
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

介
し
た
と
考
え
、
漢
代
の
木
榔
墓
と
蚕
室
墓
の
関
連
を
文
様
型
式
学
よ
り
検
証
し
た
の
で
あ
る
。
翌
一
九
三
七
年
、
日
本
留
学
を
経
験
し
た
丁

±
選
は
、
日
本
人
学
者
の
考
証
を
評
価
す
る
一
方
、
当
時
河
南
地
域
で
見
つ
か
っ
た
漢
代
病
室
墓
を
調
査
し
、
空
心
大
傳
墓
の
型
式
分
類
や
考

察
を
行
っ
た
。
そ
し
て
空
心
大
命
墓
が
箱
形
か
ら
屋
根
形
へ
変
わ
り
、
や
が
て
消
失
す
る
こ
と
を
把
握
し
、
ま
た
「
窮
し
の
旧
字
の
字
源
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
っ
て
、
空
心
大
穂
墓
の
屋
根
形
と
窺
丹
頂
穗
下
穿
と
は
実
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、
水
野
説
を
批
判
し
た
。

　
新
中
国
が
成
立
し
て
以
来
、
漢
墓
の
調
査
資
料
は
急
速
に
増
え
、
中
国
、
日
本
の
考
古
学
者
は
漢
墓
構
造
の
研
究
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
。

一
九
五
九
年
、
洛
陽
地
域
に
お
け
る
中
小
引
導
墓
ニ
工
質
料
の
発
掘
調
査
資
料
に
基
づ
い
た
『
洛
陽
焼
溝
漢
墓
』
は
、
漢
墓
の
構
造
や
副
葬
品
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

装
飾
文
様
な
ど
の
型
式
分
類
に
優
れ
た
研
究
成
果
を
あ
げ
て
、
今
で
も
漢
墓
編
年
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
洛
陽
焼
溝
漢
墓
に
お
い
て
は
、
坑

道
革
茸
洞
墓
が
主
体
を
占
め
、
前
漢
中
期
か
ら
後
期
ま
で
（
洛
陽
焼
溝
編
年
の
第
一
、
一
一
期
）
は
平
頂
が
特
微
的
で
、
そ
の
中
に
木
廻
田
を
模
し
た

空
心
蒋
墓
が
あ
る
。
そ
し
て
、
洛
陽
焼
尽
編
年
の
第
当
期
（
紀
元
前
三
二
年
～
紀
元
三
九
年
）
に
変
化
が
見
ら
れ
、
小
型
傳
で
構
築
し
た
ア
…
チ
頂
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の
墓
室
が
出
現
し
、
つ
い
に
後
漢
初
頭
に
お
い
て
窺
隆
頂
が
発
達
し
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
漢
墓
構
造
が
前
・
後
漢
の
問
に
大

き
く
変
化
し
た
こ
と
が
、
洛
陽
地
域
に
お
け
る
中
小
型
漢
墓
の
学
術
的
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
洛
陽

焼
賢
愚
墓
の
調
査
例
に
は
前
漢
中
期
前
半
よ
り
以
前
の
資
料
が
な
く
、
当
時
盛
ん
に
使
用
さ
れ
た
は
ず
の
木
榔
墓
の
様
禧
お
よ
び
木
嫌
嫌
と
傳

室
墓
の
転
換
過
程
に
関
す
る
重
要
な
手
が
か
り
を
欠
い
て
い
た
。

　
木
郷
墓
の
溝
造
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
考
古
学
に
よ
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
文
献
に
頼
っ
た
も
の
が
多
か
っ

た
。
研
究
が
本
格
化
す
る
の
ば
、
一
九
六
九
年
、
高
華
墨
が
河
南
省
蘇
陽
単
極
で
調
査
さ
れ
た
毅
代
の
大
型
木
曾
墓
の
構
造
や
意
義
を
ま
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
北
京
大
雲
台
漢
墓
、
長
沙
罵
雌
羊
漢
墓
な
ど
、
漢
代
王
侯
ク
ラ
ス
の
大
型
漢
墓
が
続
々
と
調

査
さ
れ
は
じ
め
、
木
器
墓
を
含
め
た
漢
墓
銀
造
の
研
究
が
進
ん
だ
。
史
為
は
、
考
古
学
の
調
査
資
料
と
文
献
資
料
を
総
合
し
て
長
沙
馬
王
羅
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

墓
を
中
心
と
し
た
漢
代
大
型
車
の
薄
墨
制
度
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
愈
偉
超
は
文
献
資
料
を
参
照
し
て
漢
代
王
侯
墓
の
構
造
の
特
微
を
整
理
し

た
上
で
、
中
国
古
代
の
墓
制
は
、
「
周
制
」
、
「
漢
制
」
、
「
壁
絵
扁
の
盗
段
階
を
経
て
変
化
し
て
き
た
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
埋
葬
施
設
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
社
会
の
発
展
と
の
関
連
を
説
い
た
も
の
と
し
て
当
時
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

　
一
方
、
漢
墓
の
各
形
態
の
個
別
研
究
も
進
展
を
見
せ
た
。
漢
代
傳
室
墓
の
構
造
や
時
期
編
年
に
つ
い
て
は
、
山
田
幸
一
が
精
力
的
に
考
察
を

　
　
　
　
⑩

加
え
て
い
る
。
ま
た
呉
曾
徳
、
肖
元
達
は
、
豊
代
の
画
像
石
墓
の
資
料
を
収
集
し
、
石
刻
文
や
文
献
資
料
を
参
照
し
て
、
漢
墓
構
造
の
特
徴
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

家
屋
化
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
し
て
長
谷
川
誠
一
は
、
漢
代
傳
室
墓
に
見
ら
れ
た
ア
ー
チ
頂
構
造
は
西
ア
ジ
ア
に
起
源
し
た
と
い
う
外
来

説
を
主
張
し
、
ま
た
地
域
的
特
儀
で
あ
る
空
心
大
要
墓
の
屋
根
形
頂
部
を
擬
窃
隆
頂
と
み
な
し
、
そ
れ
が
窃
薩
頂
の
初
現
で
あ
る
と
し
て
、
駕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

鰹
頂
空
心
大
碑
墓
起
源
説
を
再
び
提
起
し
た
。

　
そ
の
後
、
開
発
事
業
に
伴
う
漢
墓
の
調
査
資
料
は
増
え
続
け
、
漢
墓
構
造
に
つ
い
て
の
議
論
が
一
層
活
発
と
な
り
、
町
田
章
の
漢
墓
に
関
す

　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
諸
考
察
、
西
村
俊
範
の
漢
代
大
型
墓
の
構
造
に
つ
い
て
の
検
討
お
よ
び
王
仲
里
の
漢
墓
構
造
に
関
す
る
概
説
な
ど
の
注
自
す
べ
き
発
表
が
絹

次
い
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
論
述
は
、
概
ね
調
査
資
料
を
説
明
し
て
文
献
資
料
に
照
合
さ
せ
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
か
つ
、
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埋
葬
施
設
に
お
け
る
木
榔
墓
か
ら
徳
室
墓
へ
と
い
う
異
質
な
も
の
の
転
換
が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
形
で
起
こ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会

背
景
を
映
し
出
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
依
然
不
明
の
ま
ま
で
あ
り
、
前
述
し
た
小
難
の
文
様
の
木
理
起
源
説
に
し
て
も
推
測
の
域
に
留
ま

り
、
納
得
で
き
る
実
証
資
料
に
乏
し
い
。
ま
た
、
空
心
大
傳
墓
の
窺
隆
頂
起
源
説
も
調
査
資
料
に
基
づ
け
ば
む
し
ろ
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
町
田
章
は
横
穴
式
墓
室
の
誕
生
に
つ
い
て
一
つ
の
仮
説
を
提
起
し
た
。
町
田
は
『
史
記
』
「
秦
本
紀
」
や
『
水
玉
注
』
な

ど
の
文
献
記
載
か
ら
、
秦
の
始
皇
帝
が
墓
の
中
に
自
然
界
と
人
間
の
か
か
わ
り
の
す
べ
て
を
持
ち
込
も
う
と
し
て
、
広
大
な
兵
馬
五
心
な
ど
を

陵
の
付
属
施
設
と
し
て
横
穴
式
車
室
の
よ
う
に
作
っ
た
こ
と
を
説
き
、
そ
し
て
亡
国
の
地
域
色
で
あ
る
土
洞
墓
構
造
の
存
在
を
加
味
し
、
秦
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
「
画
期
的
な
横
穴
式
墓
室
を
創
造
し
た
可
能
性
が
強
い
」
と
考
え
た
。
確
か
に
坑
道
底
土
領
事
は
横
口
の
構
造
を
も
ち
、
横
穴
式
墓
窒
に
一

番
近
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
地
域
色
の
濃
厚
な
中
小
帯
出
に
し
か
見
あ
た
ら
な
い
。
秦
の
兵
馬
備
坑
も
た
だ
規
模
の
大
き
い
竪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

穴
式
の
埋
蔵
塘
で
、
横
穴
式
の
埋
葬
施
設
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
前
漢
前
期
の
忠
心
陽
陵
の
副
葬
品
埋
蔵
墳
も
同
類
型
に
属
し
、
す
べ
て
竪

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

穴
塗
櫛
の
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
今
ま
で
見
つ
か
っ
た
前
漢
前
期
の
王
侯
墓
ク
ラ
ス
の
大
型
墓
は
、
一
部
例
外
を
除
い
て
す
べ
て
複
雑
な
榔
墓

の
構
造
に
作
ら
れ
、
横
穴
病
室
墓
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
（
詳
細
は
後
述
）
。
し
た
が
っ
て
坑
道
式
心
霊
墓
が
皇
帝
、
王
侯
墓
に
ま
で
影
響
を

与
え
、
さ
ら
に
急
速
に
全
土
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
単
純
に
解
釈
す
べ
き
か
ど
う
か
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
皇
室
墓
の
坑
道
紅
土
洞
見
起
源
説
は
、
一
部
の
学
者
か
ら
提
唱
さ
れ
な
が
ら
も
、
考
古
学
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
く
、

未
解
決
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
私
は
、
漢
墓
の
構
造
そ
れ
自
身
の
変
遷
を
把
握
す
る
こ
と
が
そ
れ
ら
に
対
す
る
解
答
を
提
示
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
と
考
え
、
以
下
に
論
述
を
試
み
た
い
と
思
う
。

①
　
大
正
初
年
の
棺
榔
論
争
で
あ
る
。
論
争
の
焦
点
は
、
埋
葬
施
設
に
お
け
る
用
語

　
の
問
題
に
あ
り
、
主
と
し
て
喜
瞬
貞
吉
と
高
橋
健
自
の
間
で
「
棺
」
と
「
榔
」
の

語
義
と
、
そ
れ
を
日
本
の
古
墳
の
内
部
主
体
に
ど
う
当
て
は
め
る
か
を
め
ぐ
っ
て

　
行
わ
れ
た
。
喜
田
説
は
、
棺
は
遺
体
を
直
接
納
め
る
も
の
を
い
い
、
古
墳
で
発
見

　
さ
れ
る
石
棺
は
中
に
木
棺
を
入
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
榔
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
高
橋
は
石
棺
は
棺
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
だ
が
、
二
人
と
も
中
国
古
代

の
文
献
を
根
拠
に
し
て
日
食
の
古
墳
の
溝
造
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
も

と
も
と
無
理
が
あ
っ
た
。
し
か
も
膨
大
な
盤
の
中
国
文
献
に
は
、
記
録
自
体
に
矛

盾
が
存
在
し
、
ま
た
文
献
の
引
用
や
解
読
の
角
度
な
ど
に
よ
っ
て
も
認
識
が
違
っ

て
く
る
。
結
局
、
当
山
の
中
国
古
代
の
墓
の
発
掘
調
査
の
少
な
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、
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棺
榔
構
造
の
具
体
像
は
未
解
決
の
ま
ま
、
こ
の
論
争
は
終
わ
っ
た
。

②
　
高
橋
健
自
門
再
び
喜
田
博
士
の
古
墳
論
を
評
す
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
四
巻
第
九

　
号
、
一
九
一
四
年
。
喜
田
貞
吉
「
再
び
古
墳
墓
の
年
代
に
就
て
、
附
棺
榔
の
意
義

　
に
就
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
照
巻
第
一
〇
号
、
一
九
一
四
年
。
高
橋
「
石
穂
石

　
榔
及
び
城
を
論
ず
〈
一
〉
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
巻
第
～
○
暑
、
一
九
…
五
年
。

　
高
橋
「
石
棺
石
榔
及
び
壌
を
論
ず
〈
二
〉
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
巻
第
八
号
、
一

　
九
一
六
年
。
喜
田
「
棺
・
榔
・
壌
再
弁
」
『
喜
田
貞
吉
著
作
集
』
2
、
古
墳
年
代

　
の
研
究
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
。

③
水
野
清
畠
支
那
に
於
け
る
木
霊
墓
と
糠
室
墓
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
二
四
巻
第

　
一
号
、
一
九
三
四
年
。

④
　
駒
井
和
愛
「
漢
代
墳
墓
の
琢
壁
と
題
湊
」
『
人
類
学
雑
誌
』
第
五
｝
巻
第
二
暑
、

　
一
九
三
六
年
。

⑤
　
　
丁
士
選
「
墳
葱
瑚
齋
口
」
『
考
古
』
第
六
期
、
　
燕
｛
凧
山
人
学
考
古
耐
砿
洲
判
、
　
一
九
三
七

　
年
。

⑥
中
国
社
会
科
学
院
考
古
学
研
究
所
『
洛
陽
焼
煮
端
墓
臨
科
学
出
版
社
、
一
九
五

　
九
年
。

⑦
　
高
虫
尋
「
股
代
大
福
的
木
室
及
其
漁
義
之
推
測
」
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

　
究
所
集
刊
』
第
三
九
本
（
慶
祝
李
方
桂
先
生
六
十
五
歳
論
文
集
）
一
九
六
九
年
。

⑧
群
舞
「
長
沙
馬
王
堆
…
号
漢
墓
的
棺
榔
繊
度
」
『
考
古
』
一
九
七
二
年
六
期
。

⑨
　
愈
偉
超
「
漢
代
諸
侯
王
拳
蟹
侯
墓
葬
的
形
制
分
析
一
本
論
「
周
鋼
」
、
「
漢

　
制
」
、
「
晋
制
」
的
三
段
階
性
」
『
中
潮
考
古
学
会
第
一
次
年
会
論
文
集
』
文
物
出

　
版
社
、
　
一
九
八
○
年
。

⑩
　
山
田
幸
一
「
漢
代
詠
墓
の
変
遷
と
そ
の
分
布
に
つ
い
て
」
　
『
関
西
大
学
東
嬉
学

　
術
研
究
所
紀
要
』
第
＝
一
号
、
一
九
七
九
年
。

⑪
　
呉
曾
徳
、
肖
元
達
「
就
大
型
漢
代
画
像
石
墓
的
形
制
論
「
漢
意
」
1
兼
談
我

　
引
明
葬
的
発
展
悪
態
」
『
中
原
文
物
』
一
九
八
五
年
三
期
。

⑫
長
谷
川
誠
一
「
中
国
に
お
け
る
挨
式
架
構
の
嵐
現
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
七

　
巻
四
号
、
一
九
七
二
年
。

⑬
　
町
田
章
「
古
代
中
国
に
お
け
る
下
級
墓
葬
に
つ
い
て
」
『
刀
泉
陣
二
六
～
一
一
八
、

　
　
九
六
三
年
。
「
漢
河
南
県
埋
墓
葬
考
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
二
号
、
一

　
九
六
八
年
。
「
漢
代
南
三
国
墓
葬
考
」
『
東
方
学
報
』
第
四
六
冊
、
一
九
七
四
年
。

　
「
前
漢
帝
陵
の
構
造
」
『
江
上
波
央
教
授
古
希
記
念
論
集
－
考
古
・
美
衛
篇
』
一

　
九
七
六
年
。

⑭
西
村
早
筆
「
漢
代
大
型
墓
の
構
造
」
『
史
林
』
第
六
二
巻
六
号
、
一
九
七
九
年
。

⑮
　
王
仲
殊
蝿
漢
代
考
古
学
概
説
』
中
華
書
局
出
版
、
一
九
入
四
年
。

⑯
町
田
章
「
華
北
地
方
に
お
け
る
漢
墓
の
構
造
」
『
東
方
学
報
』
四
九
、
一
九
七

　
七
年
。

⑰
映
西
省
考
古
研
究
所
等
『
秦
始
皇
陵
兵
馬
桶
坑
1
　
号
坑
発
掘
報
告
』
文
物

　
出
版
社
、
一
九
八
八
年
。

⑱
映
西
省
考
古
研
究
所
漢
陵
考
古
隊
「
蟹
草
帝
翠
霞
南
区
従
鞍
手
発
掘
第
一
暑
簡

　
報
」
　
噌
文
物
』
～
九
九
二
年
四
期
。
　
「
漢
景
常
陽
陵
南
区
従
葬
坑
発
掘
第
二
丹
簡

　
報
」
『
文
物
』
　
九
九
四
年
六
期
。
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二
　
漢
墓
構
造
の
分
類

1
　
榔

と

室

漢
墓
の
中
心
施
設
は
構
造
上
の
特
徴
か
ら
大
別
す
る
と
、
榔
と
室
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
よ
っ
た
漢
墓



漢墓の変容（黄）

構
造
の
型
式
分
類
を
提
示
し
、
続
い
て
時
間
軸
に
沿
っ
て
整
理
を
行
い
た
い
。
そ
の
た
め
に
で
き
る
だ
け
紀
年
銘
の
あ
る
例
や
埋
葬
年
代
の
明

確
な
大
・
中
型
漢
墓
の
発
掘
調
査
資
料
を
編
年
の
基
準
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
ま
ず
榔
と
室
の
用
語
に
つ
い
て

は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
中
国
に
お
け
る
埋
葬
施
設
の
主
流
は
、
も
と
も
と
竪
穴
系
の
魚
雷
墓
で
あ
っ
た
。
棺
の
出
現
は
新
石
器
時
代
の
青
海
愈
愈
湾
馬
肉
窯
文
化
の

半
山
類
型
（
紀
元
前
二
五
〇
〇
年
頃
）
に
遡
る
。
棺
と
は
単
に
遺
体
を
納
め
る
も
の
で
あ
り
、
『
説
文
解
字
段
注
』
の
「
棺
」
の
解
釈
の
通
り
、
「
関

（
関
閉
）
也
、
所
以
掩
屍
」
で
、
埋
葬
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
埋
葬
施
設
で
あ
る
。
最
初
、
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
直
方
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
箱
式
に
定
形
化
さ
れ
た
。
そ
れ
が
山
東
龍
山
文
化
晩
期
頃
（
紀
元
前
～
六
〇
〇
年
頃
）
に
な
る
と
、
木
棺
の
ま
わ
り
に
豊
富
な
副
葬
繍
を
揃
え
た

有
力
者
の
墓
が
出
現
し
、
山
東
省
臨
瀦
西
朱
封
M
二
〇
二
の
よ
う
に
墓
心
内
に
材
木
を
用
い
て
棺
と
副
葬
贔
を
囲
ん
だ
長
方
形
の
枠
を
組
み
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
、
埋
葬
行
為
の
の
ち
全
体
を
鹿
毛
で
閉
塞
す
る
構
造
が
創
り
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
榔
の
最
古
形
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
榔
と
は
、
社
会
階
層

の
分
化
を
背
景
に
し
て
腸
現
し
た
も
の
で
、
多
数
の
副
葬
品
を
入
れ
る
空
間
を
与
え
る
た
め
に
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
棺

と
離
れ
た
副
葬
贔
の
収
納
施
設
も
榔
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
最
初
の
椰
は
、
棺
の
周
囲
に
角
材
を
用
い
て
意
識
的
に
空
間
を
設
け
た
も
の
で
あ
り
、
次
第
に
特
定
の
空
間
を
も
つ
箱
形
構
造
へ
定
式
化
し

て
い
っ
た
。
正
し
く
『
説
文
解
字
段
注
』
の
解
釈
の
よ
う
に
門
木
鼻
者
、
以
木
為
之
周
於
棺
、
山
城
之
盃
盤
也
」
で
あ
る
。
股
・
周
時
代
の
王

権
祉
会
の
中
で
、
こ
う
し
た
箱
形
の
榔
が
走
査
的
に
な
り
、
そ
の
使
用
は
身
分
の
象
徴
と
し
て
確
立
し
、
大
・
中
型
榔
が
王
室
貴
族
た
ち
に
独

占
的
に
使
用
さ
れ
た
。
春
秋
戦
国
時
代
に
入
る
と
、
榔
の
構
造
は
一
層
複
雑
に
な
り
、
榔
の
成
熟
期
を
迎
え
た
（
図
　
）
。
以
上
の
榔
構
造
は
複

雑
で
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
密
閉
型
で
、
し
か
も
深
く
埋
蔵
す
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
榔
を

埋
葬
施
設
の
主
要
部
に
す
る
も
の
を
榔
墓
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
一
方
、
榔
に
対
し
て
室
と
は
、
『
説
文
解
字
段
注
』
の
解
釈
に
「
古
者
前
堂
後
室
…
…
引
申
之
劉
凡
所
居
皆
日
吉
」
と
あ
る
。
室
は
本
来
人

間
の
住
む
所
を
表
す
も
の
で
、
前
堂
後
室
が
中
園
古
代
建
築
の
代
表
的
な
様
式
で
あ
っ
た
。
普
通
、
建
物
の
申
に
一
つ
の
壁
を
設
け
、
前
側
を
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1箱型榔

「
堂
」
、
後
側
を
「
室
」
と
名
付
け
、
室

の
両
側
の
部
屋
に
あ
る
空
間
を
「
房
」

と
呼
ん
で
い
る
。
町
代
の
埋
葬
施
設
に

お
け
る
室
と
い
う
の
は
、
現
実
社
会
に

実
在
す
る
家
屋
の
様
式
を
真
似
た
墓
の

　
　
　
　
③

作
り
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
構
造
は
、

徳
や
切
石
で
羨
道
や
玄
門
、
前
堂
後
室

な
ど
を
中
軸
線
上
に
築
き
、
回
廊
施
設

や
側
室
を
対
称
的
に
配
置
す
る
。
各
部

の
天
井
は
、
ア
ー
チ
頂
や
窃
躍
頂
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
自
由
に

出
入
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
全
面
開
通

型
の
立
体
的
な
空
間
と
な
っ
て
い
る

（
図
二
）
。
　
こ
う
し
た
墓
を
榔
墓
に
対
し

て
室
墓
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

2
榔
墓
の
諸
型
式

　
漢
代
の
榔
は
、
角
材
の
組
み
立
て
方

に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
見
ら
れ
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漢墓の変容（黄）

　双温室

玄門

2

前室

　1
　　署2
1回廊型

側籔

蜜の各部名称

　2　中軸線配置型

回廊

る
。
出
土
資
料
に
基
づ
い
て
根
詰
の
榔
墓
を
集
成
す
る
と
、
箱
型
・
間
仕
切
型
・
榔
護
型
の
三
型

式
に
分
け
ら
れ
る
。

　
【
1
　
箱
型
榔
】
　
榔
の
中
で
最
も
古
く
、
し
か
も
単
純
な
構
造
を
も
つ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
竪
穴

式
の
馬
繋
内
に
、
角
材
で
榔
の
底
板
を
敷
き
、
そ
れ
か
ら
四
壁
を
組
み
立
て
、
上
か
ら
樒
や
劃
葬

品
を
入
れ
た
後
、
蓋
板
を
す
る
箱
形
の
構
造
が
一
般
的
で
あ
る
（
図
｝
一
！
）
。

　
榔
の
封
攻
撃
の
位
置
に
よ
っ
て
竪
歯
式
と
特
異
な
横
口
式
の
二
種
に
分
け
ら
れ
る
。

　
〈
1
型
1
式
、
箱
型
竪
口
式
〉
　
封
口
頭
の
位
置
が
榔
の
頂
部
に
あ
る
も
の
。

　
一
重
の
箱
型
榔
内
に
木
棺
や
副
葬
品
を
入
れ
て
か
ら
蓋
板
を
か
け
る
。
西
安
市
北
郊
漢
墓
M
一

④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

三
や
山
西
省
孝
義
張
鑑
識
漢
墓
M
八
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
複
雑
な
形
態
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
は
、
西
安
北
郊
龍
首
村
M
｝
五
と
陳
西
省
臨
樋
県
新
豊
鎮
M
五
が
あ
る
。
前
者
は
竪
穴
墓
塘
内

に
被
愚
考
の
木
棺
を
入
れ
る
主
榔
と
副
葬
晶
群
の
付
属
榔
が
あ
り
、
主
榔
が
大
き
く
、
両
側
の
同

形
同
大
の
付
属
榔
が
栢
対
的
に
小
さ
い
（
図
三
1
1
）
。

　
〈
1
型
2
式
、
箱
型
横
黒
蝿
〉
　
早
口
板
の
位
置
が
榔
の
一
側
面
に
あ
る
も
の
。

　
中
国
の
北
方
地
域
で
は
、
黄
土
高
原
の
地
質
に
関
係
し
た
坑
道
式
土
洞
墓
が
先
史
時
代
か
ら
作

ら
れ
て
き
た
。
坑
道
式
土
浦
墓
は
、
土
、
塘
を
垂
直
に
掘
っ
て
そ
の
底
部
に
平
頂
の
土
洞
を
作
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
秦
人
の
特
急
的
な
墓
制
と
し
て
春
秋
戦
国
期
か
ら
前
漢
に
か
け
て
の
中
小
型

　
　
　
　
　
⑧

墓
に
広
が
っ
た
。
漢
代
に
お
け
る
こ
の
種
の
榔
墓
は
、
平
頂
土
洞
内
の
内
壁
い
っ
ぱ
い
に
箱
型
榔

を
角
材
で
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
構
造
ゆ
え
に
榔
…
の
一
側
を
入
口
と
し
て
使
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

埋
葬
を
終
え
て
そ
こ
を
木
板
で
閉
塞
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
西
安
市
北
郊
龍
首
村
瓢
四
と
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漢墓の変容（黄）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

西
安
市
西
北
医
療
設
備
廠
M
九
二
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
れ
に
傾
斜
二
道
を
加
え
た
も
の
が
傾
斜
皇
道
付
堂
幅
墓
で
あ
る
。
西
安
西
北
国
棉
五
廠
M
六
と
西
安
市
北
郊
「
陳
請
宿
」
墓
が
そ
の
好
例

で
あ
る
。
国
棉
五
二
M
六
は
土
洞
が
長
さ
五
・
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
・
三
メ
ー
ト
ル
に
対
し
て
、
箱
型
櫛
は
長
さ
五

・
四
メ
ー
ト
ル
、
砂
礫
・
ヨ
メ
…
ト
ル
、
高
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
頂
土
盛
の
内
部
空
間
い
っ
ぱ
い
に
箱
型
榔
が
組
み

立
て
ら
れ
、
中
に
木
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
傾
斜
曲
道
中
段
の
爾
側
壁
に
副
葬
隠
道
の
付
属
梛
が
あ
る
（
図
　
一
丁
2
）
。

　
【
夏
　
間
仕
切
型
榔
】
　
仕
切
板
で
長
方
形
の
箱
型
廓
内
を
い
く
つ
か
の
独
立
し
た
空
間
に
区
切
り
、
棺
や
副
葬
品
な
ど
を
用
途
別
に
入
れ
て
、

最
終
的
に
梛
の
頂
部
か
ら
蓋
板
を
用
い
て
密
閉
す
る
仕
組
み
で
あ
る
（
図
　
1
2
参
照
）
。
　
櫛
比
の
各
空
間
の
配
置
に
よ
っ
て
非
対
称
式
と
対
称

式
に
分
け
る
。

　
〈
∬
型
1
式
、
閾
仕
切
型
非
対
称
式
〉
棺
の
ス
ペ
ー
ス
が
榔
全
体
の
一
側
に
寄
っ
て
、
棺
の
頭
側
や
身
体
側
に
副
葬
品
入
れ
の
ス
ペ
…
ス
を

有
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
一
般
に
身
内
を
江
つ
か
ら
五
つ
の
埋
蔵
潔
白
に
区
切
る
例
が
多
い
。
湖
北
省
江
細
魚
圏
山
M
一
六
八
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
、
高
意
二
・

一
九
メ
ー
ト
ル
の
榔
内
に
は
、
二
重
槙
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
一
つ
と
、
副
葬
品
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
棺
の
頭
部
に
一
つ
と
棺
側
に
二
つ
の
計
図
平
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

け
ら
れ
て
い
る
（
図
三
1
3
）
。
ま
た
湖
北
三
雲
夢
県
議
墳
頭
M
一
や
湖
北
省
江
陵
塵
藻
家
山
M
一
三
六
・
一
二
七
な
ど
も
同
様
の
構
造
を
し
て

い
る
。

　
〈
三
型
2
式
、
間
仕
切
型
対
称
式
〉
　
棺
の
ス
ペ
ー
ス
を
中
心
に
し
、
そ
の
ま
わ
り
に
副
葬
品
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
ほ
ぼ
対
称
的
に
配
置
さ
れ
た

も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
湖
南
省
長
沙
砂
子
塘
漢
墓
は
こ
の
種
の
榔
構
造
の
典
型
で
あ
る
。
榔
内
に
は
棺
の
ス
ペ
ー
ス
を
中
心
と
し
て
、
回
り
に
四
つ
の
副
葬
品
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ス
ペ
ー
ス
が
対
称
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
（
図
三
一
4
）
。
こ
れ
と
同
型
式
の
も
の
に
湖
南
省
長
沙
宮
号
王
堆
M
一
、
陳
西
省
威
陽
楊
国
手
M
四

　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

・
M
五
お
よ
び
安
徽
省
阜
陽
双
古
堆
汝
陰
侯
墓
な
ど
が
あ
る
。
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【
班
　
榔
護
型
榔
】
　
榔
の
内
部
構
造
は
閲
仕
切
型
対
称
式
の
範
疇
で
捉
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
外
周
に
き
れ
い
に
整
っ
た
角
材
で
作
っ

た
特
殊
な
壁
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
（
図
一
一
3
参
照
）
。
　
そ
の
特
殊
な
壁
と
は
、
約
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
角
材
を
用
い
て
中
心
の
棺
榔
に
木
口

を
向
け
て
榔
外
周
に
丹
念
に
積
み
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。
文
献
に
記
載
さ
れ
た
天
子
・
王
侯
し
か
用
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
黄

腸
題
湊
」
に
一
番
近
い
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
榔
の
内
部
の
構
造
に
よ
っ
て
間
仕
切
式
と
回
廊
式
に
分
け
る
。

　
〈
恥
型
1
式
、
榔
護
型
間
仕
切
式
〉
　
間
仕
切
型
対
称
式
榔
の
外
周
に
特
殊
な
榔
護
壁
を
積
む
も
の
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
河
北
省
石
家
荘
北
郊
漢
墓
と
湖
南
省
長
沙
市
章
懸
鼻
が
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
長
沙
曹
撰
墓
は
、
傾
斜
墓
鋼
玉
長
方
形
墓
壌
の
四
壁
に
沿
っ

て
、
特
殊
な
壁
を
構
築
し
た
複
合
構
造
で
あ
る
。
角
材
の
木
口
を
揃
え
て
積
み
重
ね
た
特
殊
な
壁
は
厚
さ
約
一
・
一
生
ト
ー
ル
を
計
る
。
内
部

の
榔
は
間
仕
切
型
対
称
式
構
造
で
、
仕
切
板
で
市
内
の
空
間
を
六
つ
に
区
切
っ
て
お
り
、
中
央
部
に
三
重
の
木
棺
を
納
め
る
棺
の
ス
ペ
…
ス
が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
わ
り
に
副
葬
品
用
の
空
間
が
ほ
ぼ
左
右
対
称
に
五
つ
配
さ
れ
て
い
る
（
図
四
…
－
）
。
各
空
間
の
間
は
従
来
の
榔
同
様
、

完
全
に
独
立
し
、
埋
葬
行
為
は
最
終
的
に
榔
…
の
頂
部
に
蓋
板
を
か
け
て
終
え
る
。

　
〈
皿
型
2
式
、
榔
護
型
回
廊
式
〉
　
皿
型
1
式
櫛
の
発
展
形
態
と
い
う
べ
き
構
造
で
、
回
廊
の
創
設
や
玄
門
、
入
口
の
整
備
な
ど
に
よ
っ
て
密

閉
さ
れ
た
榔
の
構
造
が
崩
れ
て
い
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
湖
南
省
長
沙
市
西
郊
導
音
披
古
墳
堤
の
前
漢
前
期
王
窒
墓
、
長
沙
象
鼻
騰
一
号
墓
及
び
江
蘇
省
郷
里
県
天
山
一
号
墓
は
そ
の
代
表
的
な
墓
例

で
あ
る
。
長
沙
象
鼻
噛
一
号
墓
（
図
四
i
2
）
は
、
ほ
ぼ
方
形
の
獅
子
内
に
大
型
の
榔
が
怪
怪
さ
れ
、
厚
さ
～
・
草
葺
ト
ー
ル
前
後
の
特
殊
な
榔

寒
暑
が
榔
外
側
に
丁
寧
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
榔
の
内
部
構
造
は
、
間
仕
切
型
対
称
式
と
岡
様
、
棺
の
空
間
が
中
央
部
に
配
置
さ
れ
る
が
、

そ
こ
は
二
重
の
玄
門
を
経
て
傾
斜
馬
道
へ
と
一
薗
線
に
続
き
、
門
柱
な
ど
の
横
入
口
の
施
設
が
亡
羊
さ
れ
て
い
る
。
墓
道
、
中
央
施
設
そ
し
て

左
右
の
回
廊
施
設
に
つ
な
が
る
二
重
の
玄
門
の
間
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
よ
り
一
段
高
く
な
り
、
意
識
的
な
整
備
の
跡

が
認
め
ら
れ
る
。
中
央
の
棺
を
と
り
ま
く
よ
う
に
一
重
の
薄
い
隔
壁
が
あ
る
が
、
玄
門
方
向
に
は
壁
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
三
面
囲
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ら
を
囲
ん
で
内
、
外
二
重
の
隔
壁
が
設
け
ら
れ
、
獅
全
体
の
平
面
プ
ラ
ン
が
圓
宇
形
を
呈
し
て
い
る
。
内
側
壁
と
三
面
囲
隔
壁

12　（678）



漢墓の変容（黄）
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に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
空
間
（
報
告
書
に
内
回
廊
と
呼
ぶ
）

は
、
仕
切
板
で
七
つ
の
小
空
間
に
分
け
ら
れ
、
密
閉
さ
れ

た
榔
構
造
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
内
隔
壁
と
外
隔
壁
に
挟
ま

れ
た
空
間
も
、
や
は
り
、
仕
切
板
で
十
二
の
小
空
間
に
分

け
ら
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
密
閉
構
造
と
違
っ
て
各
仕
切

板
に
は
扉
が
付
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
と
し
て
は

間
仕
切
型
構
造
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
二
重
玄
門

や
仕
切
板
の
扉
の
設
置
な
ど
に
よ
っ
て
開
通
空
間
が
で
き

あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
榔
頂
部
は
高
さ
二
～
三
メ
ー

ト
ル
前
後
の
平
頂
で
、
従
来
と
同
じ
く
各
空
間
ご
と
に
閉

め
て
い
る
。
こ
の
複
雑
な
構
造
は
図
一
1
3
の
よ
う
に
復

原
で
き
る
。

3
　
豊
の
諸
型
式

　
典
型
的
な
室
の
構
造
は
、
調
査
資
料
に
よ
る
と
、
回
廊

型
と
中
軸
線
配
置
型
と
の
二
型
式
に
分
け
ら
れ
る
。

　
【
1
　
園
廊
型
室
】
　
榔
…
護
三
園
廊
擬
餌
…
墓
を
踏
襲
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
直
線
上
に
並
ん
だ
墓
道
、
羨
道
、

玄
門
お
よ
び
中
央
棺
室
と
棺
室
を
囲
ん
だ
回
廊
施
設
が
特

13 （679）



徴
的
で
あ
る
。
棺
室
の
前
方
す
な
わ
ち
両
玄
門
の
間
が
榔
護
型
回
廊
式
榔
と
同
様
に
重
視
さ
れ
、
新
た
に
前
室
と
し
て
発
達
し
、
後
側
の
麹
室

と
と
も
に
前
・
後
の
二
窒
プ
ラ
ン
を
完
成
さ
せ
て
い
る
（
図
二
…
ユ
）
。
室
の
天
井
部
は
平
頂
や
ア
ー
チ
頂
の
も
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
が
、

時
に
は
露
塵
頂
の
工
夫
も
見
ら
れ
、
広
大
で
立
体
的
な
空
間
が
作
り
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
棺
室
の
数
に
よ
っ
て
単
棺
室
と
双
穂
室
に
分
け

ら
れ
る
。

　
〈
1
型
1
式
、
回
廊
型
単
棺
室
〉
　
中
央
棺
室
が
単
棺
室
で
あ
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
河
北
省
定
県
北
爆
の
中
山
簡
王
墓
、
江
蘇
省
郵
県
彰
城
相
「
甲
立
」
墓
、
山
東
省
済
寧
市
漢
墓
お
よ
び
河
南
省
南
陽
唐
河
針
織
廠
M
二
が
そ

の
代
表
例
で
、
い
ず
れ
も
傳
あ
る
い
は
切
石
で
構
築
し
た
回
廊
髄
室
墓
が
特
徴
的
で
あ
る
。
中
山
簡
王
墓
は
、
避
道
、
羨
道
や
羨
門
、
玄
門
、

回
廊
施
設
お
よ
び
前
室
と
画
室
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
棺
蜜
は
中
心
に
設
け
ら
れ
、
そ
の
前
面
に
横
長
の
前
室
が
あ
り
、
薫
製
の
左
右
と
後
側
を

回
廊
施
設
が
と
り
ま
い
て
前
室
の
両
側
に
つ
な
が
っ
て
い
る
（
図
五
）
。
そ
の
ほ
ぼ
正
方
形
の
室
の
平
面
プ
ラ
ン
や
室
内
部
の
構
造
は
長
沙
象
鼻

噛
一
号
墓
の
榔
護
型
榔
と
極
め
て
似
て
い
る
。
新
し
い
構
造
と
し
て
は
、
羨
道
や
玄
門
施
設
の
整
備
と
室
内
の
天
井
部
が
す
べ
て
ア
ー
チ
頂
で

作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
前
室
の
ア
ー
チ
頂
は
、
六
・
三
メ
ー
ト
ル
と
高
く
、
当
該
墓
室
の
最
高
所
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

傳
室
全
体
を
と
り
ま
い
て
切
石
に
よ
る
榔
壁
の
よ
う
な
構
築
が
見
ら
れ
る
が
、
当
室
と
の
間
は
す
べ
て
版
築
土
で
充
填
し
て
あ
る
。

　
〈
一
型
2
式
、
回
廊
型
双
棺
室
〉
　
中
央
部
に
同
大
の
双
棺
室
が
並
列
し
、
そ
れ
と
対
応
し
て
玄
門
が
一
つ
ず
つ
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
河
南
省
南
陽
唐
河
の
漢
郁
平
大
サ
「
薦
君
儒
人
」
墓
、
江
蘇
省
祁
江
県
甘
泉
M
二
、
南
陽
唐
薯
針
織
廠
漢
墓
お
よ
び
河
南
省
方
城
県
警
題
画

　
　
⑫

像
石
墓
な
ど
が
類
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
「
濡
幕
嬬
人
」
墓
は
、
室
の
各
部
は
回
廊
型
置
棺
第
七
と
一
致
し
て
お
り
、
切
石
で
底
部
や
各
室

の
壁
を
構
築
し
、
床
、
天
井
や
隅
の
細
部
な
ど
を
穗
で
組
み
立
て
た
も
の
で
あ
る
（
図
六
一
1
）
。
羨
道
の
玄
門
近
く
に
対
称
的
に
配
置
さ
れ
た

副
葬
実
用
の
側
室
が
あ
る
。
各
室
の
天
井
部
は
、
回
廊
と
心
室
が
平
頂
で
、
羨
道
と
側
室
が
ア
ー
チ
頂
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
室
の
天
井
部

は
特
に
高
く
鷺
鰹
頂
と
な
っ
て
い
る
。
頂
部
の
特
微
か
ら
す
れ
ば
、
前
室
と
呼
ぶ
よ
り
も
前
堂
と
称
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　
【
X
　
中
軸
線
圏
置
型
室
）
　
基
本
的
な
構
造
は
墓
道
、
羨
道
、
通
過
雨
道
、
玄
門
や
中
軸
線
配
置
の
前
堂
．
後
室
が
あ
り
、
そ
の
両
側
に
複

14　（68e）



漢墓の変容（黄）
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数
の
耳
窒
や
側
室
が
ほ
ぼ
左
右
対
称
的
に
配
さ
れ
る
。
各
墓
室
の
天
井
は
ア
ー

チ
頂
が
一
般
的
で
、
前
堂
に
は
費
塵
頂
の
仕
組
み
が
多
く
見
ら
れ
る
。
主
要
墓

室
の
配
置
に
よ
っ
て
揃
堂
．
後
室
の
二
士
式
匙
前
庭
．
中
堂
．
後
室
の
三
室
式

に
分
け
ら
れ
る
。

　
〈
豆
型
1
式
、
中
軸
線
配
置
型
二
室
温
〉
　
前
堂
・
後
室
を
仁
心
と
し
た
も
の
。

　
傾
斜
墓
道
付
託
室
墓
が
一
般
的
で
、
地
域
色
と
し
て
坑
道
式
傳
室
墓
が
存
在

す
る
。

　
前
者
の
例
で
あ
る
陳
西
省
長
安
県
南
李
王
村
M
三
は
、
傾
斜
墓
道
、
羨
道
、

前
堂
・
後
室
が
中
軸
線
上
に
並
び
、
前
堂
両
側
に
圏
大
の
両
側
室
が
対
称
的
に

設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
祭
祀
前
堂
の
天
井
部
だ
け
が
広
大
な
窓
薩
頂
を
も
ち
、

他
室
の
ア
ー
チ
頂
構
造
よ
り
き
わ
だ
っ
て
い
る
（
図
六
一
2
）
。

　
後
者
の
坑
道
式
二
身
墓
に
つ
い
て
は
河
南
省
洛
陽
「
ト
千
秋
」
墓
や
洛
陽
焼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
鐙

溝
漢
墓
M
一
一
三
・
九
四
・
一
〇
〇
五
、
洛
寧
県
M
四
お
よ
び
旧
師
県
南
察
荘

　
　
　
⑰

「
肥
致
」
墓
な
ど
が
代
表
例
で
あ
る
。
「
卜
千
秋
」
墓
は
、
玄
門
、
横
長
前
室
、

後
豊
麗
の
中
軸
線
上
配
麗
で
、
前
室
東
回
に
同
大
の
両
側
室
が
対
称
的
に
付
属

し
て
い
る
。
前
室
、
両
側
室
の
天
井
部
は
小
型
薄
で
積
み
上
げ
た
ア
1
チ
頂
で
、

中
央
温
室
の
み
空
心
大
薄
で
組
み
立
て
ら
れ
た
四
十
式
屋
根
形
で
あ
る
（
図
六

1
3
）
。
焼
溝
M
六
一
一
三
は
同
型
式
の
構
造
で
あ
る
が
、
後
棺
室
内
に
被
葬
者
三

人
の
木
棺
を
並
べ
て
あ
り
、
，
棺
室
の
両
側
に
・
側
室
が
二
つ
あ
る
。
ま
た
、
後
室

・15　（681）
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漢墓の変容（黄）

の
前
方
、
対
称
的
な
側
室
を
左
右
に
配
す
る
四
方
通
過
蘭
道
は
、
室
内
の
中
間
要
地
と
し
て
整
備
さ
れ
、
前
室
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
各

室
の
天
井
部
は
ほ
と
ん
ど
成
熟
し
た
ア
ー
チ
頂
だ
が
、
そ
こ
の
天
井
部
だ
け
が
ア
ー
チ
頂
の
積
み
上
げ
技
法
を
用
い
て
四
隅
か
ら
頂
部
へ
漸
次

持
ち
送
り
を
し
た
結
果
、
微
鴛
隆
頂
を
造
り
だ
し
て
い
る
（
図
六
1
4
）
。

　
〈
互
型
2
式
、
中
軸
線
配
置
型
三
室
式
V
　
前
庭
・
中
堂
・
後
室
を
中
心
と
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
河
北
省
定
県
警
陵
頭
M
四
三
、
同
省
望
都
県
所
薬
村
M
一
・
M
二
お
よ
び
内
蒙
古
和
林
格
爾
壁
画
墓
、
河
南
省
密
県
打
虎
塁
審
墓
な
ど
が
、

こ
の
類
型
の
代
表
例
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
和
林
格
殺
壁
画
墓
が
も
っ
と
も
整
っ
た
形
で
あ
る
（
夕
曇
1
5
）
。
室
全
体
は
、
羨
道
、
羨
門
、
玄

門
お
よ
び
前
庭
・
中
堂
・
後
室
が
中
軸
線
上
に
並
び
、
前
庭
と
中
堂
に
付
属
し
た
側
室
が
三
つ
あ
る
。
罷
業
室
の
天
井
部
は
、
す
べ
て
広
大
な

窓
薩
頂
で
、
そ
し
て
中
堂
部
が
よ
り
高
く
、
墓
室
内
で
最
高
位
置
を
占
め
る
（
図
二
の
2
参
照
）
。

①
　
青
海
雀
文
物
管
理
農
・
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
青
海
柳
湾
』
文
物
出

　
版
社
、
一
九
八
三
年
。

②
　
山
東
省
文
物
管
理
処
・
済
南
市
博
物
館
『
大
波
ロ
ー
新
石
器
時
代
四
葬
発
掘

　
報
告
』
文
物
出
版
社
、
　
」
九
七
四
年
。
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
所
山
東
工
作
隊

　
「
山
東
臨
海
朱
欄
龍
山
文
化
墓
葬
」
『
考
古
』
一
九
九
〇
年
七
期
。

③
　
呉
曾
徳
、
耳
元
達
「
就
大
型
継
代
画
像
石
墓
的
形
質
論
「
漢
制
」
一
兼
談
我

　
章
魚
葬
的
発
展
進
程
」
『
中
原
文
物
』
｝
墨
入
五
年
三
期
。

④
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
唐
城
隊
「
西
安
北
郊
漢
墓
発
掘
報
告
」
『
考
古

　
学
報
』
一
九
九
一
年
二
期
。

⑤
　
山
西
省
文
管
会
・
考
古
研
究
所
「
山
西
孝
義
直
家
荘
漢
墓
発
掘
記
」
『
考
古
』

　
一
九
六
〇
年
七
期
。

⑥
張
達
宏
等
「
西
安
北
郊
龍
首
村
軍
幹
所
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
考
古
与
文
物
』
一
九

　
九
二
年
六
期
。

⑦
　
鋏
西
省
考
古
研
究
所
「
映
二
藍
誕
朧
山
床
単
墓
詣
建
工
地
古
墓
葬
倫
理
簡
報
」

　
『
考
古
与
文
物
騒
一
九
八
九
年
五
期
。

⑧
黄
暁
募
「
秦
の
墓
糊
と
そ
の
起
源
」
『
史
林
晦
第
七
四
巻
第
六
号
、
一
九
九
一
年
。

⑨
　
張
達
宏
等
「
西
安
北
郊
龍
着
村
軍
幹
所
漢
塞
発
掘
簡
報
」
（
前
掲
）
。

⑩
　
西
安
市
文
物
管
理
処
「
西
安
医
療
塁
壁
廠
福
利
区
九
二
号
漢
単
眼
理
簡
報
」
『
考

　
古
与
文
物
』
一
九
九
二
年
五
期
。

⑪
呼
林
貴
意
「
西
安
東
郊
国
棉
五
廠
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
博
』
一
九
九
　
年
四
期
。

⑫
　
程
林
泉
等
「
西
論
叢
請
士
墓
発
掘
警
報
」
『
考
古
与
文
物
』
一
九
九
二
年
六
期
。

⑬
　
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
「
江
陵
鳳
園
山
一
六
八
号
漢
墓
」
『
考
古
学
報
』
一
九

　
九
三
年
四
期
。

⑭
湖
北
雀
博
物
館
「
雲
夢
大
墳
頭
一
号
漢
墓
」
『
文
物
資
料
叢
刊
』
四
、
文
物
出

　
版
社
、
一
九
入
一
年
。

⑮
　
鋼
州
地
区
博
物
館
「
江
陵
張
家
山
両
座
漢
墓
出
土
大
工
竹
簡
」
『
文
物
』
一
九
九

　
二
年
九
期
。

⑯
湖
南
省
博
物
館
「
長
沙
砂
子
塘
西
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
穴
三
年
二
期
。

⑰
湖
南
省
博
物
館
等
『
長
沙
馬
王
堆
一
号
漢
墓
』
文
物
出
版
社
、
一
九
七
三
年
。

⑱
　
鋏
西
省
文
物
管
理
委
員
会
、
補
導
市
博
物
館
等
「
威
陽
全
家
湾
漢
墓
発
揺
簡
報
」
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『
文
物
』
一
九
七
七
年
一
〇
期
。

⑲
安
徽
省
文
物
工
作
隊
等
「
阜
陽
双
古
堆
西
漢
汝
陰
侯
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一

　
九
七
八
年
八
期
。

⑳
石
家
庄
図
書
館
文
物
考
古
小
組
「
河
北
石
家
庄
市
北
郊
西
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
考

　
古
瞼
一
九
八
○
年
～
期
。

⑳
　
長
沙
市
文
化
局
「
長
沙
威
家
湖
西
漢
曹
媛
墓
」
兜
文
物
』
一
九
七
九
年
三
期
。

＠
　
宋
少
華
、
李
那
権
「
長
沙
西
漢
王
室
墓
的
発
掘
概
述
」
（
中
国
考
古
学
会
第
九

　
次
年
会
論
文
）
｝
九
九
三
年
。

＠
湖
南
省
博
物
館
「
長
沙
象
鼻
溝
一
号
里
謡
墓
」
『
考
古
学
報
』
一
九
入
一
年
一
期
。

＠
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
漸
中
国
的
考
古
発
現
和
研
究
』
、
文
物
出

　
版
社
、
一
九
八
四
年
。

⑮
　
河
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
北
定
媒
北
荘
漢
墓
発
掘
報
告
」
『
考
古
学
報
』

　
一
九
六
四
年
二
期
。

⑳
　
南
京
博
物
館
、
郵
県
文
化
館
「
東
漢
彰
城
相
纏
宇
墓
」
『
文
物
』
…
九
八
四
年
三

　
期
。

⑳
済
寧
市
博
物
館
「
山
東
済
蟹
発
現
一
座
東
漢
墓
」
『
考
古
』
一
九
九
四
年
二
期
。

⑱
　
南
陽
地
区
文
物
工
俘
隊
、
黄
河
媒
文
化
館
「
唐
理
念
針
悪
念
二
号
漢
墓
画
像
石

　
墓
」
『
中
原
文
物
』
一
九
八
五
年
三
期
。

⑳
南
陽
地
区
文
物
隊
、
南
陽
博
物
館
「
唐
河
漢
郁
平
大
雰
濤
鷺
曲
人
漢
画
像
石
墓
」

　
『
考
古
学
講
掛
【
九
八
○
年
二
期
。

⑳
南
京
博
物
館
「
江
蘇
祁
江
甘
泉
二
弩
漢
墓
」
『
文
物
騙
一
九
八
一
年
一
一
期
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
漢
墓
構
造
の
継
承
と
変
容

前
章
で
ま
と
め
た
漢
墓
の
諸
型
式
を
漢
代
以
前
の
諸
例
か
ら
、

⑳
　
周
到
、
李
山
承
華
・
「
唐
河
針
門
織
廠
漢
画
像
石
墓
的
発
掘
」
『
文
物
』
一
九
七
三
仁
†
六

　
期
。

⑫
　
南
陽
市
博
物
館
、
方
城
県
文
化
館
「
河
南
方
城
東
関
漢
画
像
石
墓
」
『
文
物
』
一

　
九
八
○
年
三
期
。

⑱
　
負
安
志
他
「
長
安
県
南
李
王
村
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
考
古
与
文
物
』
一
九
九
〇
年

　
四
期
。

⑭
　
洛
陽
博
物
館
「
洛
陽
西
漢
ト
千
秋
壁
画
単
発
貴
簡
報
」
『
文
物
駈
一
九
七
七
年
六

　
期
。

⑳
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
洛
陽
焼
溝
漢
墓
』
科
学
出
版
社
、
一
九
五
九

　
年
。

⑯
　
洛
陽
地
区
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
南
洛
寧
東
漢
墓
清
理
簡
報
」
『
文
物
』
一
九

　
八
七
年
一
期
。

⑰
　
河
南
省
催
師
県
文
物
管
理
委
命
会
「
催
師
県
南
藥
荘
郷
漢
豊
麗
墓
発
掘
簡
報
」

　
『
文
物
』
…
九
九
二
年
九
期
。

⑱
　
定
県
博
物
館
「
河
北
定
県
四
三
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
七
三
年
一
一

　
期
。

⑳
　
河
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
『
望
都
二
号
漢
墓
』
文
物
金
板
社
、
一
九
五
九
年
。

⑭
内
蒙
古
搏
物
館
、
文
物
工
作
隊
『
和
生
格
爾
漢
墓
壁
画
』
文
物
出
版
社
、
一
九

　
七
八
年
。

＠
　
河
南
省
囲
文
物
研
究
所
『
密
県
打
虎
頭
漢
墓
』
文
物
出
版
社
、
｛
九
九
三
年
。

時
間
軸
に
沿
っ
て
整
理
し
、
漢
墓
の
伝
統
と
変
容
の
状
況
を
把
握
し
よ
う
。
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1
　
漢
代
前
史

漢墓の変容（黄）

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
榔
は
藤
代
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
主
要
な
埋
葬
施
設
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
春
秋
戦
国
時
代
に
は
、

榔
構
造
と
し
て
最
も
初
現
的
な
箱
型
と
そ
れ
が
発
達
し
た
間
仕
切
型
と
の
二
つ
の
型
式
が
見
ら
れ
る
。
箱
型
榔
は
先
史
時
代
末
期
に
遡
り
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

漢
ま
で
最
も
長
く
併
用
さ
れ
て
い
る
。
大
型
箱
型
榔
に
は
、
春
秋
早
期
の
河
南
省
仁
川
県
下
寺
楚
墓
M
八
、
春
秋
晩
期
の
王
陵
ク
ラ
ス
の
陳
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

省
鳳
翔
県
雍
城
秦
公
一
号
大
墓
、
戦
国
時
代
の
河
魚
省
輝
実
測
二
村
M
二
な
ど
が
あ
る
。
下
寺
楚
墓
M
八
は
、
箱
型
榔
内
の
西
側
に
寄
っ
て
二

つ
の
棺
が
南
北
に
並
列
し
て
置
か
れ
て
い
る
。
秦
公
一
号
大
墓
は
、
規
模
の
大
き
い
長
方
形
榔
墓
で
、
墓
城
底
部
の
中
心
を
よ
り
掘
り
く
ぼ
め
、

そ
こ
に
大
型
角
材
を
用
い
て
箱
型
の
為
熟
と
付
属
榔
を
別
々
に
構
築
し
て
い
る
。
主
榔
は
長
方
形
で
、
内
部
の
詳
し
い
状
況
は
盗
掘
を
ひ
ど
く

蒙
っ
た
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
前
、
後
の
二
つ
の
空
間
に
分
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
同
墓
鑛
内
か
ら
は
殉
葬
者
の
木
棺
を
確
認
で
き
た
た
め
、

被
葬
者
も
木
棺
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
ま
た
、
墓
壊
の
東
西
に
長
、
短
の
傾
斜
墓
道
が
あ
り
、
墓
道
の
底
部
と
棺
鄭
の
底
部
の

落
差
は
四
・
五
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
お
り
榔
の
高
さ
に
一
致
す
る
。
固
漁
村
M
二
は
そ
れ
と
周
じ
く
両
側
に
傾
斜
王
道
を
付
け
た
規
模
の
大
き

い
箱
型
榔
墓
で
あ
る
。
墓
墳
の
底
部
と
櫛
の
四
辺
を
積
石
で
よ
く
整
備
し
て
中
に
内
、
外
二
重
の
榔
と
木
棺
が
あ
る
。
外
側
の
榔
が
長
さ
八
・

七
メ
ー
ト
ル
、
幅
八
・
三
メ
…
ト
ル
で
、
高
さ
も
四
・
六
メ
ー
ト
ル
と
高
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
規
模
が
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
・

外
二
重
の
箱
型
櫛
の
単
純
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
（
図
七
…
1
）
。
　
こ
の
よ
う
に
榔
内
部
の
空
間
が
ど
れ
ほ
ど
広
大
で
あ
っ
て
も
、
屋
敷
風
の
気

配
は
い
っ
さ
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
防
腐
の
た
め
大
量
の
炭
、
粘
土
を
棺
榔
の
回
り
に
充
填
し
、
さ
ら
に
両
側
の
行
道
に
向
か
っ
て
石

垣
を
築
く
な
ど
、
封
鎖
を
強
く
意
図
し
て
い
る
。
日
本
の
古
墳
時
代
前
半
期
の
葬
法
と
共
通
し
た
側
面
が
少
な
く
な
い
。

　
間
仕
切
耳
蝉
は
春
秋
中
期
に
楚
国
地
域
に
出
現
し
た
ら
し
く
、
そ
の
後
、
徐
々
に
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
は
じ
め
は
非
対
称
式
が
主

で
、
戦
国
時
代
に
入
っ
て
か
ら
対
称
式
の
梛
が
登
場
す
る
。
そ
の
様
相
を
最
も
具
体
的
に
示
し
て
い
る
資
料
は
、
湖
北
省
江
降
雨
台
山
で
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
た
五
五
八
基
の
楚
墓
で
あ
る
。
こ
こ
は
春
秋
中
期
か
ら
戦
国
晩
期
に
か
け
て
の
中
国
の
貴
族
の
墓
地
で
、
榔
墓
は
調
査
総
数
の
約
半
分
を
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戦国期の榔
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漢墓の変容（黄）

占
め
る
。
そ
の
う
ち
、
箱
型
構
造
の
古
い
タ
イ
プ
が
七
割
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
問
仕
切
型
の
榔
が
三
割
弱
で
、
時
期
的
に
も
新
し
い
。
春
秋

戦
国
期
は
榔
墓
が
盛
ん
に
造
ら
れ
た
時
期
と
見
て
よ
い
。

　
間
仕
切
型
榔
の
代
表
例
と
し
て
は
、
戦
国
中
、
後
期
の
湖
北
省
包
山
楚
墓
M
一
・
M
二
、
河
南
省
正
陽
蘇
荘
M
一
、
里
国
大
夫
の
河
南
省
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

玉
璽
墓
M
一
が
あ
る
。
包
山
巡
墓
M
一
は
傾
斜
墓
道
付
の
縞
馬
で
、
墓
墳
内
に
間
仕
切
型
非
対
称
痴
態
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
（
図
七
一
2
）
。

榔
は
仕
切
板
で
三
つ
の
空
間
に
区
切
ら
れ
て
い
て
、
棺
の
ス
ペ
ー
ス
が
榔
の
一
側
に
あ
り
、
副
葬
品
用
の
ス
ペ
ー
ス
が
棺
の
頭
側
と
体
側
に
二

つ
あ
る
・
正
陽
錘
㌦
の
舞
纏
も
そ
れ
と
同
山
台
で
・
合
計
四
つ
の
ス
ペ
ー
ス
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
空
間
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
・
棺

の
ス
ペ
ー
ス
内
に
も
う
一
つ
の
簡
素
な
箱
型
榔
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
木
棺
が
入
れ
て
あ
る
（
図
七
1
3
）
。

　
戦
国
後
期
は
、
間
仕
切
型
非
対
称
式
榔
が
主
要
な
タ
イ
プ
で
あ
る
が
、
間
仕
切
型
対
称
式
榔
も
出
現
す
る
。
そ
し
て
、
大
型
機
墓
の
榔
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
ら
に
複
雑
な
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
湖
北
省
包
葉
楚
墓
M
二
は
そ
の
代
表
的
な
大
型
墓
例
で
あ
っ
て
、
出
土
し
た
木
簡
文
よ
り
楚
國
左

ヲ
が
紀
元
前
三
＝
ハ
年
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
榔
は
方
形
で
、
二
重
の
棺
を
中
心
に
合
計
五
つ
の
空
間
が
旋
回
形
に
配
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（
図
七
一
4
）
。
ま
た
こ
の
タ
イ
プ
の
最
も
複
雑
な
例
が
信
陽
面
上
M
一
で
あ
る
。
榔
の
長
さ
八
・
九
五
メ
ー
ト
ル
、
算
置
・
六
メ
ー
ト
ル
、
高

さ
三
・
二
五
メ
ー
ト
ル
で
、
棺
の
ス
ペ
ー
ス
を
中
心
に
合
計
七
つ
の
空
間
が
仕
切
板
で
区
切
ら
れ
て
い
る
。
各
ス
ペ
ー
ス
は
そ
れ
ぞ
れ
に
蓋
を

か
け
る
独
立
し
た
仕
組
み
で
、
木
造
細
工
が
精
密
に
施
さ
れ
密
閉
型
空
間
を
見
事
に
作
っ
て
い
る
（
図
七
一
5
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
に
挙
げ
た
榔
墓
の
構
造
図
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
傾
斜
墓
道
付
榔
墓
に
お
い
て
は
傾
斜
墓
道
底
部
と
墓
墳
の

底
部
の
落
差
が
大
き
い
。
一
般
に
三
メ
：
ト
ル
前
後
で
、
榔
の
高
さ
に
一
致
す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
榔
構
造
（
墓
前
内
の
組
み
立

て
お
よ
び
上
か
ら
蓋
を
閉
め
る
仕
組
み
）
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
密
閉
、
そ
し
て
深
く
埋
蔵
す
る
と
い
う
性
格
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
こ
の
落
差
が

大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
典
型
的
な
榔
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
春
秋
戦
国
期
に
お
け
る
箱
型
と
問
仕
切
型
と
の
二

　
　
　
⑨

種
類
の
榔
は
、
構
造
型
式
に
違
い
は
あ
る
が
、
と
も
に
隔
絶
と
密
閉
を
目
指
し
て
い
る
。
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2
　
前

漢
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以
上
に
見
ら
れ
た
榔
の
伝
統
は
、
前
漢
期
に
も
受
け
継
が
れ
、
多
様
な
変
化
を
遂
げ
な
が
ら
、
使
冊
さ
れ
続
け
た
。
そ
し
て
、
や
が
て
こ
の

前
漢
期
に
榔
か
ら
室
へ
の
変
容
が
胎
動
し
は
じ
め
、
室
温
が
成
立
す
る
。
榔
と
室
の
変
遷
を
ま
と
め
る
と
、
前
漢
期
は
以
下
の
三
期
に
分
け
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
先
に
分
類
し
た
典
型
的
な
墓
例
以
外
に
も
、
過
渡
期
を
表
す
い
く
つ
か
の
特
殊
な
例
を
加
え
て
検
討
し
、
漢
墓
の
変
容
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
〈
喘
期
〉
　
中
小
型
漢
墓
に
お
い
て
は
、
1
型
1
式
の
箱
型
榔
が
最
も
一
般
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
西
安
市

　
　
　
　
　
　
⑩

北
郊
漢
墓
M
＝
二
で
、
長
方
形
墓
墳
の
北
側
に
長
さ
約
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
と
高
さ
が
約
二
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
簡
素
な
箱
型
榔
が
あ
り
、
榔
内
に

；
の
木
棺
と
・
裂
品
が
置
か
れ
て
い
る
・
そ
し
て
・
西
安
北
郊
誓
村
M
一
恥
（
図
三
－
、
）
の
よ
う
な
・
同
誌
壊
内
に
主
響
副
葬
品

用
の
付
属
榔
を
分
離
し
て
組
み
立
て
た
も
の
が
あ
る
。

　
1
型
2
式
の
横
口
式
箱
型
榔
は
先
述
し
た
よ
う
に
黄
土
高
原
地
域
に
偏
在
し
、
前
漢
期
全
般
に
わ
た
っ
て
長
安
、
洛
陽
を
中
心
と
し
た
中
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

型
の
漢
墓
に
よ
く
採
用
さ
れ
た
。
西
安
最
北
医
療
設
備
廠
M
九
二
は
こ
の
種
の
坑
道
式
横
口
榔
墓
の
代
表
で
あ
り
、
横
口
封
鎖
で
あ
る
が
、
「
箱

型
榔
の
構
造
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
榔
内
に
棺
の
装
飾
金
具
が
出
土
し
た
た
め
棺
は
別
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
時
期
が
や
や
新
し
く
な
る
と
、
西
安
西
北
国
棉
五
廠
M
六
（
図
会
1
2
）
の
よ
う
に
在
地
性
の
強
い
坑
道
式
横
口
榔
が
さ
ら
に
傾
斜
墓
道
を
付

け
加
え
た
形
態
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
在
地
の
坑
道
式
土
石
構
造
と
傾
斜
墓
前
の
接
続
は
本
来
、
構
造
上
の
必
要
性
が
な
い
。
、
し
か
し
、

こ
こ
で
は
棺
、
榔
を
納
入
す
る
作
業
空
間
と
し
て
の
坑
道
が
依
然
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
人
力
・
財
力
の
無
駄
に
も
関
わ
ら
ず
、

傾
斜
墓
道
を
意
識
的
に
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
に
、
商
周
疇
代
以
来
、
高
貴
な
身
分
の
象
徴
と
し
て
存
在
し
た
傾
斜
血
道
を
取
り
入
れ
て
、
地

域
色
の
濃
厚
な
墓
制
を
積
極
的
に
変
え
よ
う
と
し
た
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
坑
道
捨
土
洞
窟
を
横
穴

系
室
墓
の
起
源
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



漢墓の変容（黄）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
箱
型
榔
に
つ
い
で
問
仕
切
型
榔
が
こ
の
期
の
漢
墓
に
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
湖
北
省
江
陵
鳳
鳳
山
M
一
六
八
（
図
三
一
3
）
は
典
型
1
式
の

非
対
称
式
榔
の
代
表
例
で
戦
国
期
の
河
南
省
正
陽
蘇
荘
M
一
の
榔
と
同
系
列
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
棺
内
よ
り
出
土
し
た
木
簡
か
ら
、
被
葬
者

は
漢
代
の
五
大
夫
の
身
分
で
あ
畜
こ
と
が
知
ら
れ
、
特
に
「
文
帝
十
三
年
（
紀
尤
前
一
六
七
年
）
」
の
紀
年
文
字
よ
り
前
漢
前
期
の
中
型
漢
墓
の
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

年
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
1
型
2
式
の
榔
と
し
て
は
、
湖
南
省
長
沙
砂
子
塘
墓
（
図
三
1
4
）
と
、
長
沙
国
国
々
の
妻
で
紀
元
前
一
七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

～
一
六
五
年
前
後
に
埋
葬
さ
れ
た
長
沙
馬
跳
堆
M
一
が
あ
り
、
と
も
に
内
部
を
五
つ
の
空
間
に
区
切
っ
て
い
る
榔
墓
で
あ
る
。
さ
ら
に
前
例
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

発
展
さ
せ
た
形
態
が
、
合
計
八
つ
の
空
間
を
も
つ
西
安
市
新
安
碍
廠
大
型
榔
墓
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
一
方
、
警
護
型
間
仕
切
式
外
墓
も
こ
の
期
の
早
い
段
階
に
出
現
す
る
。
湖
南
長
沙
曹
撰
墓
（
図
四
一
1
）
は
、
出
土
遺
物
や
銘
文
に
よ
っ
て
長

沙
王
后
「
曹
撰
」
の
墓
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
「
黄
腸
題
湊
」
に
比
定
さ
れ
る
特
殊
な
壁
は
、
約
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
厚
み
が
あ
り
、
榔
外
周

を
囲
ん
で
榔
を
保
護
、
圃
定
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
壁
の
出
現
段
階
で
は
、
各
空
間
は
依
然
と
し
て
対
称
的
に
完
全
に
独
立
し
た

状
態
で
構
築
さ
れ
、
最
終
的
に
榔
の
頂
上
か
ら
蓋
板
を
か
け
る
と
い
う
伝
統
的
な
方
式
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
発
展
形
態
で
あ
る
榔
護
型
回
廊
式
榔
墓
が
登
場
し
た
。
一
九
九
三
年
、
湖
南
長
沙
望
城
披
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
前
漢
前
期
の
長

　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
長
沙
市
之
鼻
騰
一
号
墓
（
図
四

沙
王
室
墓
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
扉
付
の
回
廊
施
設
の
内
部
の
高
さ
は
ニ
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
。

　
一
2
）
は
、
一
期
の
終
宋
に
作
ら
れ
た
同
類
型
の
も
の
で
、
墓
の
規
模
と
共
伴
遺
物
か
ら
長
沙
王
墓
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
黄

腸
題
湊
」
壁
の
厚
さ
は
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
内
、
外
隔
壁
な
ど
に
よ
っ
て
平
面
プ
ラ
ン
は
擬
回
字
形
を
呈
す
る
。
内
外
玄
門
の
間
の
床

面
は
整
備
さ
れ
て
お
り
、
出
土
し
た
祭
祀
用
品
な
ど
か
ら
み
て
、
そ
こ
が
出
雲
の
祭
祀
地
と
し
て
特
装
に
扱
わ
れ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
そ

し
て
、
仕
切
板
へ
の
扉
の
設
置
な
ど
榔
内
の
各
空
間
の
改
造
に
よ
っ
て
、
全
面
に
開
通
す
る
よ
う
な
工
夫
が
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
窺

え
、
本
来
的
な
密
閉
型
の
榔
か
ら
室
へ
と
大
き
く
踏
み
出
し
た
段
階
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
傾
斜
墓
畔
と
墓
鑛
の
底
部
落
の
差
は
、
榔
…
墓
の
特
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
榔
…
護
型
の
出
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
落
差

は
徐
々
に
下
が
っ
て
い
く
傾
向
へ
と
転
じ
た
。
象
鼻
騰
一
号
墓
は
、
そ
の
落
差
が
○
・
六
メ
ー
ト
ル
で
、
従
前
の
大
型
素
干
に
比
べ
、
は
る
か

23　（689）



に
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
は
横
入
口
の
整
備
に
よ
る
出
入
り
の
便
利
さ
を
は
か
る
た
め
で
あ
る
が
、
当
例
に
も
し
七
二
底
部
の
榔
の
感
材
を
加

え
、
櫛
内
の
床
面
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
落
差
は
無
い
に
等
し
く
な
る
。
も
は
や
、
横
か
ら
出
入
り
す
る
こ
と
に
何
の
障
害
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
墓
例
は
、
紀
年
銘
や
榔
…
構
造
の
類
似
性
、
共
伴
遺
物
の
一
致
に
よ
っ
て
、
前
漢
前
期
（
高
祖
～
景
雲
、
紀
元
前
二
〇
六
～
一
四
一
年
）
に
比

定
で
き
る
。
箱
型
榔
は
中
小
型
漢
墓
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
存
在
で
あ
り
、
聞
仕
切
型
榔
は
大
・
中
型
漢
墓
に
よ
く
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち

間
仕
切
型
対
称
式
榔
は
地
方
高
官
ク
ラ
ス
に
独
占
的
に
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
榔
護
型
榔
墓
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
王
侯
ク
ラ
ス
に
限

定
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
〈
二
期
〉
　
一
期
に
み
た
榔
墓
の
諸
型
式
が
こ
の
時
期
に
も
同
時
に
存
在
す
る
が
、
と
く
に
応
護
型
回
廊
式
榔
か
ら
発
展
し
て
回
廊
同
室
が
整

っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
該
時
期
に
は
河
南
省
洛
陽
、
鄭
州
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
に
特
色
の
あ
る
窒
細
大
傳
墓
が
造
り
出
さ
れ
た
。
空
心
大

徳
墓
と
は
、
中
空
の
大
型
長
方
形
傳
を
用
い
、
幽
幽
墓
を
真
似
し
て
坑
道
式
土
竃
墓
の
中
に
組
み
立
て
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
当
該
期
の
典
型
的
な
大
型
榔
墓
は
広
陵
至
悪
と
推
定
さ
れ
る
江
蘇
脚
高
郵
県
天
山
一
号
墓
で
あ
る
。
一
期
の
榔
護
型
榔
墓
の
発
展
形
態
で
あ

り
、
「
黄
画
題
湊
」
壁
は
縦
が
＝
ニ
メ
！
ト
ル
、
横
が
一
一
メ
ー
ト
ル
で
、
壁
の
厚
さ
○
・
九
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
内
外
に
二
重
の
回
廊
が
形
成
さ
れ
、
内
側
回
廊
の
仕
切
板
は
す
べ
て
扉
が
付
き
、
ま
た
、
門
扉
に
「
中
正
」
、
「
食
官
」
と
い
う
漆

書
文
字
が
明
記
さ
れ
、
そ
の
機
能
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
心
部
に
位
置
す
る
被
葬
者
の
眠
る
空
間
は
、
前
部
の
祭
祠
空
間
と
後
部
の
埋
葬

空
間
に
分
化
し
つ
つ
あ
る
。

　
こ
う
し
た
伝
統
的
な
墓
例
が
あ
る
一
方
、
地
方
王
侯
墓
の
他
の
調
査
例
か
ら
見
る
と
、
従
来
の
伝
統
に
と
ら
わ
れ
ず
、
岩
山
を
利
用
し
た
り
、

ま
た
切
石
や
碑
な
ど
を
用
い
た
り
し
て
各
地
域
の
環
境
に
あ
わ
せ
て
多
彩
な
も
の
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
ア
ー
チ
頂
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、

室
墓
と
し
て
の
整
備
を
進
め
て
一
い
っ
た
が
、
随
所
に
ま
だ
榔
墓
の
伝
統
が
残
っ
て
い
る
の
が
こ
の
段
階
の
北
面
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
広
東
省
広
州
市
南
越
王
墓
は
、
紀
元
前
一
二
二
年
頃
に
構
築
さ
れ
た
傾
斜
墓
桜
雨
大
型
切
石
室
墓
で
あ
る
。
華
道
、
玄
門
、
前
室
、
中
央
棺

室
が
一
直
線
上
に
並
び
、
ま
た
前
室
に
付
く
両
側
室
が
左
右
対
称
に
配
さ
れ
て
い
る
（
図
八
一
－
）
。
ほ
ぼ
方
形
の
平
面
プ
ラ
ン
、
内
、
外
玄
門
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漢墓の変容（黄）

の
間
の
要
地
お
よ
び
棺
室
を
中
央
に
配
置
す
る
こ
と
な
ど
は
、
長
沙
象
鼻
一
一
号
墓
と
似
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
と
く
に
中
央
卵
黄
の
左
右
と
後

に
通
過
爾
道
に
よ
っ
て
連
結
す
る
殉
葬
者
の
棺
や
副
葬
品
を
入
れ
る
側
室
は
、
ま
さ
に
そ
の
用
途
や
配
置
に
お
い
て
回
廊
施
設
と
類
似
す
る
。

各
室
の
天
井
部
は
す
べ
て
切
石
を
か
け
た
平
頂
で
あ
る
が
、
申
事
棺
室
と
両
側
室
の
天
井
部
の
み
、
断
面
が
凸
字
形
を
算
し
て
意
識
的
に
高
く
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さ
れ
て
い
る
。
傾
斜
墓
道
は
墓
室
寄
り
の
と
こ
ろ
で
一
段
（
0
・
四
メ
ー
ト
ル
）
下
が
る
が
、
そ
こ
か
ら
墓
門
ま
で
墓
城
底
部
と
同
一
平
面
と
な

っ
て
お
り
、
そ
こ
に
据
え
ら
れ
た
副
葬
品
や
殉
死
者
の
木
棺
な
ど
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
部
分
が
羨
道
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。

　
中
山
王
劉
勝
の
墓
（
紀
元
前
一
＝
二
年
）
と
判
明
し
て
い
る
河
北
満
城
漢
墓
M
一
も
こ
の
時
期
の
も
の
で
、
自
然
の
岩
山
を
掘
り
抜
い
た
大
型

崖
墓
で
あ
る
。
羨
道
、
側
室
、
玄
門
、
前
堂
・
後
室
お
よ
び
後
室
を
囲
ん
だ
回
廊
施
設
な
ど
が
中
之
線
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
（
図
八
1
2
）
。

室
内
の
天
井
部
は
す
べ
て
ア
ー
チ
頂
で
、
か
つ
て
中
心
部
に
位
置
す
る
棺
室
が
明
ら
か
に
全
体
の
後
側
に
下
が
り
、
中
に
板
石
で
組
み
立
て
た

石
屋
型
施
設
が
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
簡
素
な
箱
型
榔
と
木
棺
を
置
く
。
槙
室
を
囲
ん
だ
回
廊
施
設
は
、
前
堂
重
壁
の
左
右
に
と

り
つ
く
が
、
初
現
期
の
機
能
と
性
格
が
す
で
に
退
化
し
て
い
て
榔
護
型
回
廊
式
榔
の
名
残
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
棺
室
の
前
方
は
全
室
中
、

最
大
の
空
間
を
構
成
し
、
ア
ー
チ
頂
の
高
さ
は
六
・
八
メ
ー
ト
ル
を
測
る
。
中
に
瓦
葺
の
殿
堂
風
建
築
が
作
ら
れ
、
本
格
的
な
祭
祀
堂
が
確
立

し
た
形
態
と
言
え
る
。
そ
れ
は
道
行
型
回
廊
式
榔
の
内
外
二
重
の
玄
門
に
挟
ま
れ
た
と
こ
ろ
に
嵐
現
し
た
祭
麗
空
間
が
よ
り
機
能
を
拡
大
さ
せ

た
姿
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
祭
肥
前
堂
と
被
葬
者
の
居
場
所
と
し
て
の
後
棺
室
と
い
う
前
堂
・
後
室
プ
ラ
ン
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
従
来
の
榔
の
構
造
の
も
と
に
新
し
い
転
換
が
見
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
期
に
遡
る
玄
門
の
創
設
や
横
入
口

の
整
備
、
回
廊
を
中
心
と
し
た
開
通
型
の
内
部
構
造
の
誕
生
に
続
い
て
、
ア
ー
チ
頂
の
導
入
も
加
え
て
、
立
体
的
な
空
間
を
も
つ
室
墓
が
成
立

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
期
は
、
紀
年
銘
や
遺
物
な
ど
に
よ
っ
て
前
漢
中
期
（
武
帝
、
昭
帝
期
、
紀
元
前
一
四
〇
～
七
四
年
）
に
根
画
す
る
。

　
〈
三
期
〉
　
こ
の
時
期
に
は
、
ま
だ
箱
型
梛
や
間
仕
切
榔
が
周
辺
地
域
で
採
用
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
中
心
地
域
で
は
回
廊
型
と
中
軸
線
配
置

型
の
室
墓
が
一
段
と
発
達
す
る
。
と
く
に
祭
麗
堂
の
天
井
部
の
増
大
が
特
徴
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
広
陽
頃
王
位
（
紀
元
前
四
五
年
頃
埋
葬
）
に
比
定
さ
れ
て
い
る
北
京
帯
大
音
台
漢
墓
が
こ
の
段
階
の
室
墓
で
あ
る
。
墓
全
体
は
角
材
、
丸
太
材
を

用
い
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、
構
造
自
体
が
ち
ょ
う
ど
高
議
天
山
一
号
墓
と
長
沙
象
鼻
糞
一
号
墓
の
継
承
形
態
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
墓
墳

の
外
周
壁
と
内
、
外
二
重
の
隔
壁
と
が
よ
く
整
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
内
側
に
も
う
一
重
の
「
黄
腸
題
湊
」
壁
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
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漢墓の変容（黄）

内
、
外
二
重
の
回
廊
施
設
が
で
き
て
い
る
。
こ
こ
で
は
仕
切
板
は
い
っ
さ
い
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
完
全
に
開
通
し
た
回
廊
か
ら
な
る
園
字
形

配
置
と
な
っ
て
い
る
（
図
八
1
3
）
。
天
井
部
は
従
来
の
通
り
平
頂
で
あ
る
が
、
長
方
形
中
心
施
設
の
天
井
部
は
、
周
り
の
回
廊
天
井
部
よ
り
ほ

ぼ
一
メ
ー
ト
ル
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
回
廊
に
囲
ま
れ
た
長
方
形
の
中
心
部
は
、
前
・
後
の
二
部
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
後
部
は
棺
を
納
め
る
黒
黒
で
、
三
面
囲
の
隔
壁
内
側
に
三

重
の
棺
を
据
え
る
簡
素
な
箱
型
榔
が
置
か
れ
て
い
る
。
前
部
の
頂
部
は
後
部
よ
り
高
く
、
そ
の
黒
土
遺
物
や
位
概
な
ど
の
検
討
に
よ
っ
て
、
そ

こ
が
発
達
し
た
墓
内
の
最
も
重
要
な
祭
祀
空
間
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
両
玄
門
間
の
祭
祀
空
間
が
こ
こ
で
は
す
で
に
機
能
分
化
し
、
四
方

通
過
爾
道
と
独
立
し
た
祭
祀
空
間
に
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
得
道
の
底
面
は
い
っ
た
ん
水
平
と
な
り
墓
室
底
部
に
続
く
。
墓
壌
に
沿
う
榔
の

外
壁
は
墓
道
の
水
平
部
分
に
ま
で
拡
大
し
て
お
り
、
そ
こ
に
三
台
の
馬
車
と
十
三
匹
の
馬
を
並
べ
て
埋
葬
し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
羨

道
部
の
確
立
と
言
え
る
。

　
つ
ま
り
、
大
蒲
台
漢
墓
は
一
見
巫
型
2
式
の
榔
護
型
榔
回
廊
式
を
思
わ
せ
る
が
、
詳
細
に
考
察
す
れ
ば
、
完
全
に
整
備
さ
れ
た
羨
道
、
玄
門

や
中
心
施
設
を
め
ぐ
る
回
廊
施
設
お
よ
び
祭
祀
前
堂
の
形
成
な
ど
の
点
か
ら
回
廊
型
単
棺
式
室
と
中
軸
線
配
置
罵
言
室
式
の
折
衷
形
態
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
一
方
、
角
材
で
組
み
立
て
た
木
造
室
墓
は
、
湖
南
省
長
沙
の
前
漢
後
期
の
長
沙
王
族
「
劉
驕
」
墓
や
竹
簡
文
紀
年
に
よ
っ
て
中
山
二
王
の
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

修
墓
（
紀
元
前
五
五
年
）
と
推
定
さ
れ
る
河
北
省
定
県
八
角
廊
M
四
〇
に
も
見
ら
れ
る
。
盗
掘
や
自
然
に
よ
る
破
壊
、
発
表
資
料
の
不
備
な
ど
に

よ
っ
て
室
内
の
構
造
や
天
井
部
の
状
況
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
面
プ
ラ
ン
は
回
字
形
で
は
な
く
ほ
ぼ
中
軸
線
配
置
三

二
室
式
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
ま
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
櫛
か
ら
室
へ
の
転
換
は
王
侯
墓
以
外
の
各
地
域
の
中
・
小
型
墓
に
も
多
く
見
い
だ
せ
る
。
典
型
的
な
回
廊
型
の
傳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

室
墓
は
河
南
省
南
陽
唐
馬
の
「
薦
碧
播
人
」
墓
（
豊
郷
1
1
）
で
、
祭
祀
前
堂
の
天
井
部
の
整
っ
た
窒
窪
頂
が
も
っ
と
も
特
微
的
で
あ
る
。
線
刻

銘
文
に
よ
っ
て
被
葬
者
の
実
名
や
漢
代
「
郁
平
玉
矛
（
郁
平
郡
守
ご
の
身
分
、
「
始
建
国
天
水
五
年
（
紀
元
一
八
年
）
」
の
埋
葬
年
代
な
ど
が
知
ら
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れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
他
に
、
中
軸
線
配
置
型
二
室
式
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
地
方
官
吏
の
河
南
省
洛
陽
「
卜
千
秋
」
壁
画
墓
（
図
六
1
2
）
と
洛
陽
焼
溝
漢
墓

M
六
三
二
（
四
六
1
3
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
も
に
坑
道
式
傳
室
墓
で
、
中
心
墓
室
の
天
井
部
は
、
成
熟
し
た
ア
：
チ
頂
で
、
先
述
し
た
よ
う

に
前
者
が
地
域
色
で
あ
る
四
皆
式
屋
根
形
頂
、
古
老
が
微
窓
事
歴
の
仕
組
み
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
唖
蝉
M
六
三
二
の

場
合
、
微
窺
照
顧
の
初
潮
は
、
棺
室
よ
り
前
室
の
方
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
　
こ
こ
で
も
や
は
り
四
方
へ
通
路
が
の
び
る
前
室
が
室

全
体
の
中
に
特
別
な
空
間
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
各
通
路
の
ア
ー
チ
頂
の
交
点
に
微
墨
形
頂
の
創
出
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。　

以
上
に
挙
げ
た
墓
例
は
、
紀
年
銘
や
室
墓
の
特
賞
に
よ
っ
て
前
漢
後
期
（
宣
帝
～
王
葬
時
期
、
紀
元
前
七
三
～
紀
元
二
四
年
）
の
王
侯
ク
ラ
ス
の
墓

に
比
定
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
榔
か
ら
室
へ
の
変
容
は
大
型
墓
に
ま
ず
起
こ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
中
、
小
型
墓
も
そ
の
影
響
を
受

け
て
室
を
志
向
し
、
地
域
色
に
染
ま
り
な
が
ら
も
短
期
間
の
う
ち
に
室
墓
は
漢
の
全
領
域
に
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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3
　
後

漢

　
後
漢
窯
に
入
る
と
横
穴
系
室
墓
が
よ
り
一
層
定
形
化
し
て
い
く
。
特
に
天
井
部
の
整
備
と
増
大
に
応
じ
て
、
徳
を
機
能
的
に
生
か
し
た
ア
ー

チ
頂
と
窺
落
雪
が
見
事
に
発
達
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
貴
重
な
角
材
に
取
っ
て
変
わ
り
、
蕗
（
石
）
室
墓
が
急
増
し
祉
会
の
各
階
層
に
採
用

さ
れ
た
。
た
だ
し
一
部
の
地
域
や
辺
境
地
帯
で
は
例
外
的
に
角
材
で
組
み
立
て
た
室
墓
が
後
漢
後
期
ま
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
ら
室
の
変
化
か
ら
後
漢
期
も
三
時
期
に
分
け
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
〈
【
期
〉
　
前
漢
期
に
引
き
続
い
て
回
廊
型
の
単
櫨
室
・
双
三
室
墓
が
構
築
さ
れ
る
。
河
北
省
定
堅
剛
荘
漢
墓
は
、
紀
元
五
六
～
八
八
頃
に
埋

葬
さ
れ
た
中
山
簡
王
の
墓
で
あ
る
（
図
五
）
。
切
石
と
縛
で
回
廊
型
単
禅
室
墓
を
早
雪
し
、
前
室
の
ア
ー
チ
頂
は
室
内
の
最
高
位
に
達
し
て
い
る
。

そ
の
外
側
に
傳
で
壁
を
設
け
、
室
全
体
を
覆
う
形
に
作
ら
れ
、
そ
の
上
に
さ
ら
に
膏
石
を
置
く
と
い
っ
た
点
は
、
い
ま
だ
長
沙
象
鼻
臓
一
号
墓



漢墓の変容（黄）

と
類
似
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
回
廊
型
双
晶
室
と
し
て
は
江
蘇
邦
江
甘
泉
で
調
査
さ
れ
た
大
型
傳
室
墓
が
挙
げ
ら
れ
、
構
造
全
体
は
定
県
北
荘
漢
墓
と
一
致
し
て
い
る
。
前

堂
部
が
一
層
増
大
し
て
室
内
面
積
の
約
三
分
の
一
面
を
占
め
、
同
大
の
双
三
窒
が
そ
の
後
方
に
続
い
て
い
る
。
回
廊
施
設
や
玄
門
な
ど
は
す
で

に
簡
略
化
を
見
せ
、
ア
ー
チ
頂
の
各
室
中
、
前
堂
部
が
一
番
高
く
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
。
出
土
し
た
金
印
や
遣
物
に
よ
っ
て
、
後
漢
永
平
十

年
（
紀
元
六
七
年
）
に
埋
葬
さ
れ
た
「
広
陵
王
」
夫
婦
の
合
葬
墓
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
河
南
省
南
陽
楊
官
寺
漢
画
像
石
墓
も
、
回
廊
無
双
石
室
に
対
応
し
た
双
門
を
有
し
天
井
部
が
平
頂
で
あ
る
が
、
前
室
だ
け
が
一
段
高
く
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
。
ま
た
も
っ
と
簡
略
化
し
た
形
態
の
も
の
に
河
南
省
南
陽
英
荘
傳
室
墓
が
あ
る
。
室
全
体
は
、
高
大
な
ア
ー
チ
頂
を
も
つ
前
堂
と
並
列
し

た
双
棺
室
と
か
ら
構
成
さ
れ
、
ま
さ
に
回
廊
を
省
略
し
た
回
廊
型
双
棺
室
の
よ
う
で
あ
る
が
、
一
方
で
中
軸
線
配
置
型
三
室
式
の
基
本
構
造
が

整
っ
て
い
る
。

　
典
型
的
な
中
軸
線
配
置
型
二
室
墓
は
、
「
永
平
十
六
年
（
紀
元
七
三
年
）
」
埋
葬
さ
れ
た
河
南
省
偶
師
県
「
銚
孝
経
」
墓
で
、
ア
ー
チ
頂
を
も
つ

横
長
前
堂
と
平
頂
の
後
室
を
有
し
て
い
る
。

　
以
上
に
挙
げ
た
例
は
、
後
漢
前
期
（
光
武
帝
、
明
帝
時
期
、
紀
元
二
五
～
七
五
年
）
に
あ
た
る
。
当
該
期
に
お
い
て
、
一
部
の
地
域
を
除
き
、
榔
墓

に
代
わ
っ
て
回
廊
型
と
中
軸
線
配
置
型
の
蚕
室
墓
が
主
と
し
て
作
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
よ
く
整
っ
た
回
廊
型
室
墓
は
埋
葬
施
設
の
伝
統
の
上
に

構
築
の
複
雑
さ
を
備
え
、
王
侯
や
郡
守
ク
ラ
ス
以
上
の
身
分
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
〈
二
期
〉
　
中
軸
線
配
置
型
二
室
墓
が
機
能
的
に
整
い
な
が
ら
圧
倒
的
に
優
勢
と
な
り
、
全
土
に
広
が
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
煙
寺
省
長
安
県
三
里
村
遡
航
墓
は
、
線
刻
記
年
に
よ
っ
て
「
永
元
十
六
年
」
（
紀
元
一
〇
四
年
）
の
実
年
代
が
知
ら
れ
て
い
る
。
室
全
体
は
墓
道
、

羨
道
、
玄
門
お
よ
び
窓
薩
頂
前
堂
・
ア
ー
チ
頂
後
室
が
中
軸
線
上
に
並
び
、
広
大
な
前
堂
の
両
側
に
二
つ
の
ア
ー
チ
頂
側
室
が
あ
る
。
前
述
し

た
陳
西
省
長
安
県
南
李
早
撃
M
三
（
図
六
一
4
）
も
同
様
の
構
造
を
も
ち
、
広
大
な
窓
隆
頂
前
堂
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
時
期
の
大
型
墓
に
は
前
堂
・
後
室
の
前
方
に
、
よ
り
一
層
整
備
さ
れ
た
構
造
が
現
れ
、
前
庭
・
中
堂
・
後
室
の
三
室
プ
ラ
ン
が
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⑳

登
場
し
た
。
河
南
省
土
城
茨
聖
画
像
穗
（
石
）
漢
墓
は
、
羨
道
、
羨
門
・
玄
門
や
前
堂
（
庭
）
・
中
堂
・
後
室
が
中
軸
線
上
に
並
び
、
ま
た
室
内
の

各
空
間
を
つ
な
ぐ
通
過
蘭
道
な
ど
が
よ
く
整
っ
て
お
り
、
す
で
に
定
形
化
し
た
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
中
堂
お
よ
び
後
室
の
窺
薩
頂
が
目
立
つ

が
、
そ
の
他
は
ア
ー
チ
頂
で
あ
る
。
中
堂
の
北
壁
に
「
永
建
七
年
（
紀
元
；
一
二
年
）
正
月
十
四
日
」
と
い
う
線
刻
紀
年
が
あ
る
後
里
中
期
末
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

大
型
碑
室
墓
の
代
表
例
で
あ
る
。
陳
西
省
営
陰
湿
の
後
漢
司
徒
「
劉
崎
」
（
紀
元
一
三
五
年
死
虫
）
墓
も
同
型
．
式
で
あ
る
が
、
前
庭
に
付
く
同
形
の

両
側
室
は
、
回
廊
の
名
残
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
前
庭
だ
け
が
広
大
な
墨
型
頂
で
、
そ
の
他
の
各
室
は
ア
ー
チ
頂
で
あ
る
。

．
以
上
の
例
は
、
翌
年
銘
穗
や
印
章
に
よ
っ
て
、
後
漢
中
期
（
章
帝
～
質
帝
期
、
紀
元
七
六
～
～
四
六
年
）
に
帰
属
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ

ち
こ
の
期
に
は
∬
型
1
式
の
中
軸
線
配
置
型
二
主
導
が
圧
倒
的
に
多
く
、
つ
づ
い
て
H
型
2
式
の
中
軸
線
野
卑
型
の
三
室
構
造
が
出
現
し
た
。

一
方
、
大
型
墓
に
お
い
て
回
廊
型
室
の
減
少
や
回
廊
施
設
の
簡
略
化
が
一
部
の
地
域
を
除
い
て
進
ん
だ
。

　
〈
三
期
〉
　
回
廊
型
室
墓
は
、
紀
元
一
五
一
年
に
埋
葬
が
行
わ
れ
た
江
蘇
省
郵
県
彰
城
相
野
宇
墓
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
山
東
省
済
民
県
の
任
城
王

　
⑲

族
墓
な
ど
、
切
石
積
の
同
類
型
の
も
の
が
少
数
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
前
堂
・
後
室
の
天
井
部
は
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
胃
角
持
ち
送
り
式
（
盤

渋
頂
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
中
軸
線
配
置
型
三
室
墓
で
は
、
前
述
し
た
紀
元
一
七
〇
年
頃
の
内
蒙
古
里
林
格
爾
の
漢
代
護
鳥
距
校
尉
墓
（
図
六
i
5
）
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ま
た
、
後
漢
後
期
の
中
山
王
劉
暢
（
紀
元
一
七
四
年
死
表
）
夫
婦
の
合
葬
墓
と
推
定
さ
れ
て
い
る
河
北
省
定
県
類
型
頭
M
四
三
は
、
確
室
構
造
が
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

期
の
陳
西
「
劉
晦
」
墓
と
一
致
す
る
が
、
後
棺
室
は
双
棺
室
に
な
っ
て
い
る
。
紀
元
一
七
六
年
に
構
築
さ
れ
た
後
漢
安
平
国
の
王
公
貴
族
墓
は
、

中
軸
線
配
置
型
三
室
式
の
両
側
に
側
室
を
加
え
て
合
計
十
室
に
も
な
る
最
も
複
雑
な
大
型
霊
室
墓
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
墓
例
は
、
傳
刻
紀
年
銘
に
よ
っ
て
、
後
漢
後
期
（
恒
帝
～
聖
帝
期
、
紀
元
一
四
七
～
二
二
〇
年
）
に
比
定
で
き
る
。
三
期
に
は
回
廊
型
室

が
周
辺
地
域
の
大
型
墓
に
わ
ず
か
に
残
る
が
、
中
軸
線
配
置
型
穏
健
が
絶
対
的
な
存
在
と
な
り
、
三
室
式
が
大
型
墓
に
多
く
な
る
。
室
の
頂
部

は
ア
ー
チ
頂
か
窺
窪
頂
で
、
中
堂
の
天
井
部
は
全
墓
室
の
中
で
一
番
高
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
漢
帝
国
の
辺
境
地
域
で
あ
る
楽
浪
郡
で
は
、
後
漢
時
期
で
も
地
方
官
僚
ク
ラ
ス
の
墓
に
榔
墓
が
よ
く
採
用
さ
れ
た
。
早
期
段
階
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の
も
の
は
、
問
仕
切
型
榔
墓
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
時
期
が
新
し
く
な
る
と
木
造
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

威
徳
作
り
の
室
墓
に
変
わ
っ
た
。
つ
ま
り
中
心
地
域
と
比
べ
て
時
期
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
の
だ

が
、
榔
か
ら
室
へ
の
変
容
の
様
網
は
一
致
し
て
い
る
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
平
壌
市
で

調
査
さ
れ
た
後
漢
後
期
の
楽
浪
彩
簾
塚
は
、
角
材
で
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
墓
全
体
は
羨

道
、
二
重
玄
門
、
横
長
形
前
堂
と
縦
長
形
後
憩
室
か
ら
購
成
さ
れ
て
い
る
（
図
九
）
。
そ
の
平
面

プ
ラ
ン
を
見
れ
ば
、
櫛
護
型
回
廊
参
画
の
中
心
部
施
設
に
相
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
室
の

左
右
、
後
側
の
計
鼠
薗
に
は
、
手
厚
く
積
み
重
ね
た
「
黄
腸
題
湊
」
壁
に
似
た
仕
組
み
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彩
下
畑
に
も
梛
と
室
の
両
方
の
要
素
が
見
い
だ
せ
、
ま
さ
し
く
榔
か
ら

室
へ
の
変
容
の
実
体
を
物
語
っ
て
い
る
。

漢墓の変容（黄）

①
　
河
南
省
文
物
研
究
三
等
『
源
川
下
寺
春
秋
楚
墓
隔
文
物
出
版
社
、
｝
九
九
一
年
。

②
韓
偉
、
焦
華
墨
門
秦
都
雍
誠
考
古
発
掘
研
究
総
述
」
『
考
古
与
文
物
並
九
八
八

　
年
五
・
六
期
。

③
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
輝
県
発
掘
報
告
』
科
学
慰
版
社
、
　
九
五
六
年
。

④
　
湖
北
省
割
州
地
匿
博
物
館
『
江
陵
雨
台
山
楚
墓
隔
文
物
出
版
社
、
一
九
八
圏
年
。

⑤
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
『
包
謡
講
墓
』
文
物
出
版
桂
、
一
九
九
一
年
。

⑥
　
駐
馬
店
文
化
並
等
「
河
南
正
陽
当
国
欝
欝
発
掘
報
告
」
『
黒
棚
考
古
』
一
九
八
八

　
年
二
期
。

⑦
湖
北
省
制
禦
鉄
路
考
古
隊
『
包
山
楚
墓
』
（
前
掲
）
。

⑧
河
南
省
文
物
研
究
燐
『
信
陽
鎌
瀬
瞼
文
物
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。

⑨
な
お
、
文
献
に
見
え
る
「
黄
腸
題
湊
扁
と
い
う
特
殊
な
揮
は
、
秦
公
大
墓
で
似

‘
た
よ
う
な
都
響
が
検
出
さ
れ
た
と
雷
わ
れ
る
が
、
こ
れ
以
外
、
文
献
記
載
に
完
全

　
に
一
致
す
る
よ
う
な
調
査
例
は
ま
だ
見
あ
た
ら
な
い
。

⑳
中
圏
社
会
科
学
院
考
吉
研
究
所
「
西
安
北
郊
漢
墓
発
掘
報
告
」
（
前
掲
）
。

⑪
　
張
達
宏
等
「
西
安
北
郊
龍
首
村
軍
幹
所
漢
墓
発
掘
簡
報
」
（
前
掲
）
。

⑫
　
西
安
帯
文
物
管
理
処
門
颪
安
医
療
設
備
廠
福
利
区
九
二
号
漢
墓
倫
理
簡
報
」
（
前

　
掲
）
。

⑬
千
林
貴
等
門
西
安
棄
郊
繍
縮
五
壇
漢
墓
発
掘
簡
報
〕
（
前
掲
）
。

⑭
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
「
江
陵
鳳
鷺
山
一
六
八
号
漢
墓
」
（
前
掲
）
。

⑯
　
湖
爾
省
博
物
館
「
長
沙
砂
子
塘
西
漢
墓
発
掘
簡
報
」
（
前
掲
）
。

⑯
湖
南
省
博
物
館
等
『
長
沙
馬
素
堆
…
号
漢
墓
』
（
前
掲
）
。

⑰
郷
洪
春
他
「
愚
臣
省
新
安
曇
艦
齢
初
積
炭
墓
発
掘
報
告
」
『
考
古
与
文
物
』
一
九

　
九
〇
年
四
期
。

⑱
　
長
沙
市
文
化
局
「
長
沙
威
家
湖
西
漢
基
山
墓
」
（
前
掲
）
。
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⑲
愚
輩
華
墨
「
長
沙
西
漢
王
室
霊
的
発
掘
概
述
」
（
前
掲
）
。

⑳
湖
南
雀
博
物
館
「
長
沙
象
鼻
腿
一
号
西
漢
墓
」
（
前
掲
）
。

⑳
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
新
中
圏
的
考
古
発
現
和
研
究
』
（
前
掲
）
。

⑫
　
広
州
市
文
物
管
理
委
員
会
、
広
東
省
博
物
館
『
西
灘
南
越
王
畿
』
文
物
出
版
社
、

　
一
九
九
　
年
。

⑭
　
申
国
社
会
科
学
院
考
古
学
研
究
所
等
『
満
城
漢
墓
発
掘
報
告
』
文
物
出
版
社
、

　
一
九
八
○
年
。

＠
中
魍
社
会
科
学
院
考
古
学
研
究
所
『
北
京
大
裸
台
漢
墓
険
文
物
鵬
版
社
、
一
九

　
八
九
年
。

㊥
　
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
長
沙
発
掘
報
告
』
科
学
出
版
社
、
一
九
五
七
年
。

⑳
　
河
北
省
文
物
研
究
所
「
河
北
定
器
四
〇
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
豊
九
八
一

　
年
八
期
。

⑰
　
南
陽
地
区
文
物
隊
、
南
陽
博
物
館
「
情
工
漢
郁
平
大
サ
漏
零
墨
人
漢
画
像
石
墓
」

　
（
前
掲
）
。

⑱
　
洛
陽
博
物
館
「
洛
陽
酉
漢
卜
千
秋
壁
画
墓
発
掘
簡
報
」
（
前
掲
）
。

⑳
　
河
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
北
定
県
警
薫
習
墓
発
掘
報
欝
」
（
前
掲
）
。

⑳
南
京
博
物
院
「
江
蘇
祁
江
甘
泉
二
号
漢
墓
」
『
文
物
』
一
九
八
一
年
一
一
期
。

⑳
　
河
南
雀
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
南
南
陽
楊
官
寺
漢
画
像
石
墓
発
掘
報
告
」
『
考

　
古
学
報
』
一
九
六
三
年
一
期
。

⑫
　
衛
陽
地
町
文
物
工
作
隊
、
南
陽
県
文
化
館
「
河
南
南
陽
県
英
荘
漢
画
像
石
墓
」

　
『
文
物
』
一
九
八
四
年
三
期
。

⑱
算
師
商
域
鱒
物
館
「
河
南
堰
師
東
欝
欝
孝
経
墓
」
『
考
古
』
一
九
九
二
年
三
期
。

⑭
　
映
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
長
安
三
黒
書
髭
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
参
考
資

　
料
』
　
一
九
五
八
年
七
期
。

⑯
　
寅
安
志
他
「
長
安
県
南
李
瓦
器
漢
墓
発
掘
吉
報
」
（
前
掲
）
。

⑱
　
河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
南
襲
城
茨
溝
漢
画
石
墓
」
『
考
古
学
報
』
一
九

　
六
四
年
一
期
。

⑳
　
杜
保
仁
等
「
東
漢
司
徒
劉
崎
及
其
家
族
墓
的
清
理
」
『
考
古
与
文
物
』
一
九
八
六

　
年
五
期
。

⑱
　
南
京
博
物
館
等
「
暴
漢
彰
城
相
帯
宇
墓
」
（
前
掲
）
。

⑳
　
済
禦
欝
博
物
館
「
山
東
済
曝
発
現
一
座
東
漢
墓
」
（
前
掲
）
。

⑩
　
内
蒙
古
博
物
館
、
文
物
工
作
隊
『
和
綴
格
爾
漢
墓
壁
繭
』
（
前
掲
）
。

＠
　
定
県
博
物
館
「
河
北
定
県
四
三
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」
（
前
掲
）
。

⑫
　
河
北
省
文
物
研
究
所
『
安
平
東
漢
壁
画
墓
』
文
物
出
版
社
一
九
九
年
。

⑬
　
楽
浪
漢
墓
刊
行
会
『
楽
浪
漢
墓
』
第
一
一
冊
、
真
陽
社
、
一
九
七
五
年
。

⑭
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
「
朝
鮮
考
古
資
料
集
成
、
昭
和
九
年
度
、
楽
浪
彩
簾
塚
」
‘
『
古

　
蹟
調
査
報
告
』
補
巻
一
、
一
九
三
四
年
。
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四
　
榔
墓
か
ら
窒
墓
へ
の
変
容

　
前
章
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
、
中
国
古
代
社
会
に
お
け
る
埋
葬
施
設
を
概
観
し
、
漢
墓
の
構
造
的
特
徴
や
時
期
別
の
変
遷
を
明
か
に
し
た
（
図

十
）
。
榔
は
階
級
の
発
生
に
伴
い
、
棺
や
副
葬
品
を
内
蔵
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
榔
墓
は
時
代
の
精
神
を
写
し
な
が
ら
多
種
多

様
に
変
遷
を
遂
げ
た
。
そ
れ
が
前
漢
中
期
に
室
墓
へ
と
動
き
だ
し
、
野
墓
は
少
数
地
域
を
除
い
て
そ
の
後
の
霊
芝
の
主
役
と
な
っ
た
。
そ
し
て
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図10　漢墓構造の変遷図

榔
墓
は
前
漢
後
期
に
歴
史
の
舞
台
か
ら
徐
々
に
消
え
て
い

っ
た
。
こ
の
漢
墓
の
変
容
は
前
漢
前
期
に
お
い
て
ま
ず
大

型
墓
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
時
間
を
あ
ま
り
置
か
ず
、
中
・

下
層
ク
ラ
ス
の
埋
葬
施
設
ま
で
広
ま
っ
て
い
た
。

　
前
章
に
お
い
て
は
、
典
型
的
な
榔
と
室
と
と
も
に
地
方

的
特
色
の
強
い
漢
墓
も
あ
わ
せ
て
変
遷
過
程
を
辿
っ
た
た

め
に
記
述
が
複
雑
に
な
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
変
容
の
あ
り
方
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
漢
墓
の
変
容
に
つ
な
が
る
第
一
歩
は
ま
ず
、
前
漢
前
期

に
創
出
さ
れ
た
榔
二
型
回
廊
駐
輪
に
見
ら
れ
る
回
廊
施
設

の
形
成
、
玄
門
や
横
入
口
の
整
備
に
よ
る
密
閉
性
の
喪
失

で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
二
言
題
湊
」
と
い
う
特
殊
な
壁
に
は
、
従
来
の
榔
を

保
護
、
固
定
す
る
効
果
が
あ
る
。
そ
れ
が
回
廊
の
形
成
に

大
き
な
影
響
を
与
え
、
長
沙
象
鼻
購
二
号
墓
な
ど
が
登
場

し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
初
期
段
階
に
は
榔
の
仕
切
が
従
前

の
ま
ま
残
っ
て
い
る
が
、
発
展
形
態
と
し
て
仕
切
板
ご
と

に
実
用
の
扉
が
一
つ
ず
つ
付
い
て
い
る
。
そ
れ
は
開
通
型

榔
へ
の
移
行
を
象
徴
し
て
重
要
で
あ
る
。
下
道
底
部
と
榔
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底
部
の
段
差
も
な
く
な
り
、
二
重
の
玄
門
や
横
入
口
構
造
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
隔
絶
し
た
埋
葬
施
設
が
崩
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
着
取
で
き

る
。　

こ
の
動
き
に
続
い
て
現
れ
る
の
が
、
祭
縄
空
間
の
独
立
で
あ
っ
た
。
単
純
化
す
れ
ば
、
象
鼻
騰
一
号
墓
の
両
玄
門
問
の
要
地
が
も
つ
祭
祀
空

間
と
し
て
の
機
能
が
発
達
し
て
祭
祀
前
堂
の
形
成
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
以
下
の
変
容
期
の
豊
野
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
複
雑
な
過
程

を
経
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て
中
軸
線
配
置
幣
串
室
料
墓
へ
と
移
行
し
、
定
式
化
し
た
。

　
広
州
南
越
王
事
は
前
室
両
側
、
中
央
棺
室
の
左
・
右
お
よ
び
後
側
に
配
さ
れ
た
側
察
が
、
．
ち
ょ
う
ど
榔
墓
の
回
廊
施
設
に
当
た
り
、
「
回
廊

形
側
室
」
と
も
呼
べ
る
。
そ
し
て
両
玄
門
の
間
は
一
つ
の
前
室
と
し
て
の
空
間
を
形
成
し
は
じ
め
て
い
た
。

　
そ
れ
が
河
北
満
城
漢
墓
M
一
に
な
る
と
、
内
外
二
重
の
玄
門
施
設
は
消
失
し
、
そ
の
代
わ
り
に
羨
道
、
四
方
通
過
繭
道
の
整
備
、
祭
祀
前
堂

の
拡
大
が
な
さ
れ
、
室
全
体
は
羨
道
、
通
過
農
道
、
前
堂
・
後
室
の
中
軸
線
配
置
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
前
述
し
た
両
玄
門
の
間
の
要
地
は

四
方
通
過
高
道
と
別
に
発
達
し
た
祭
祀
前
堂
に
変
わ
り
、
も
っ
と
も
広
大
な
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
回
廊
施
設
は
ま
だ
設
置
し
て

い
る
が
、
後
櫨
室
し
か
囲
ま
ず
、
す
で
に
退
化
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
要
素
を
見
る
と
、
ま
さ
し
く
室
墓
の
完
成
形
態
と
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
漢
墓
の
変
容
過
程
は
一
本
の
流
れ
で
画
一
的
に
進
行
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
裏
付
け
る
例
が
前
漢
後
期
の
北
京
大

藻
台
漢
墓
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
榔
護
型
回
廊
式
榔
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
角
材
で
広
大
な
前
堂
・
後
室
を
見
事
に
作
り
上
げ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
「
丁
字
詩
心
」
壁
の
内
側
に
お
い
て
祭
滝
空
間
が
発
達
し
、
ま
た
棺
を
概
く
空
問
が
後
方
に
下
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
回
廊
型
室

と
中
繭
線
配
置
叢
叢
母
式
の
両
方
の
要
素
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
後
漢
中
期
に
登
場
す
る
中
軸
線
配
置
型
三
室
墓
は
従
来
の
二
室
墓
の

四
方
通
過
爾
道
の
空
間
が
発
達
す
る
中
で
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
分
析
を
基
本
に
し
て
（
図
十
一
）
の
よ
う
に
榔
か
ら
室
へ
の
変
遷
模
式
図
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
A
図
は
、
長
沙
象
鼻
嚇
一
号
慕
を
モ
デ

ル
に
し
た
榔
護
型
回
廊
式
榔
墓
で
、
B
図
は
、
南
越
王
畿
を
手
本
に
し
た
石
室
墓
で
あ
る
。
両
者
は
建
材
や
作
り
方
が
異
な
っ
て
も
、
中
心
施

設
の
位
置
と
基
本
的
な
利
用
空
間
が
一
致
し
て
お
り
、
直
接
に
中
軸
線
配
置
型
浴
室
式
の
祖
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
C
図
は
、
北
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京
大
賢
台
漢
墓
を
モ
デ
ル
に
し
た
木
造
室
墓
で
、
D
図
は
、
河
北
満
城
の
中
山
王
崖
墓
を
手
本
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
も
外
形
、
建

材
、
そ
し
て
作
り
方
を
違
え
な
が
ら
、
基
本
構
造
の
有
効
な
利
用
空
間
は
一
致
し
て
い
る
。
A
、
B
図
に
共
通
し
て
重
視
さ
れ
た
十
字
形
の
空

間
は
、
中
小
型
漢
墓
の
横
長
形
前
堂
と
縦
長
形
後
室
の
構
造
プ
ラ
ン
に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
C
、
D
図
の
模
式
は
、
A
、
B
の
変
化
で
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
る
。
入
口
側
の
空
間
す
な
わ
ち
内
外
両
玄
門
の
間
に
挟
ま
れ
た
空
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
四
方
通
過
雨
道
と
広
大
な
祭
祀
前
堂
と
に
分
化
し
、
申
軸
線
配
置
型

一

BA

1

一

　　　c

図11漢墓変容の模式図

二
室
式
に
定
式
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
、
入
口
側
の
四
方

通
過
繭
道
が
拡
大
整
備
さ
れ
る
と
、
前
庭
・
中
堂
・
後
室
と
い
う
中
軸
線

配
置
型
三
室
式
の
プ
ラ
ン
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
中
国
古

代
建
築
の
主
流
で
あ
る
中
軸
線
建
築
プ
ラ
ン
に
も
合
致
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
平
面
プ
ラ
ン
と
と
も
に
大
き
く
変
化
し
た
漢
墓
の
構
造
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
ア
ー
チ
頂
と
窺
薩
頂
で
あ
り
、
焼
溝
漢
墓
で
も
頂
部
の

形
態
が
平
頂
か
ら
弧
頂
、
続
い
て
ア
ー
チ
頂
、
竃
薩
頂
の
順
に
変
化
し
て

い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
焼
溝
漢
墓
の
一
、
一
一
期
す
な

わ
ち
前
漢
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
は
、
洛
陽
地
域
に
は
木
榔
墓
は
見
あ

た
ら
ず
、
土
高
専
以
外
は
す
べ
て
坑
道
式
空
心
傳
墓
で
あ
っ
た
。
こ
の
限

ら
れ
た
地
域
で
し
か
流
行
し
て
い
な
い
空
心
大
碑
墓
の
古
い
タ
イ
プ
は
、

箱
型
榔
の
構
造
で
あ
っ
た
が
、
前
漢
後
期
に
な
る
と
、
焼
溝
M
一
〇
二
の

よ
う
に
箱
型
構
造
か
ら
屋
根
形
へ
移
り
変
わ
る
。
こ
れ
を
霧
薩
頂
の
起
源
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と
す
る
意
見
が
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。
し
か
し
、
激
賞
省
西
安
市
、
つ
ま
り
前
漢
代
の
都
地
域
で
は
ア
ー
チ
頂
の
小
確
積
み
の
墓
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

少
な
く
と
も
前
漢
中
期
後
半
に
出
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
穗
積
み
の
ア
ー
チ
頂
か
ら
、
確
な
ど
の
建
築
部
材
を
用
い
た
二
号
頂
が
発

達
し
て
い
っ
た
こ
と
が
前
漢
後
期
の
焼
溝
M
六
三
二
か
ら
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
（
図
六
一
4
）
。
こ
こ
で
は
各
空
間
の
ア
ー
チ
頂
が
交
差
す
る

四
方
通
過
爾
道
の
天
井
部
に
ま
ず
擬
窩
薩
頂
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
空
心
大
博
墓
の
頂
部
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
変

化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
確
積
み
の
窃
薩
頂
は
、
墓
室
内
の
限
ら
れ
た
空
間
を
よ
り
一
層
立
体
的
に
変
貌
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
ア
ー
チ
頂
と
賓
麗
頂
は
横
穴
系
の
野
墓

の
構
造
的
な
特
徴
と
な
り
、
あ
と
の
時
代
や
東
ア
ジ
ア
の
墓
制
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
最
近
、
中
国
黄
士
高
原
に
分
布
し
て
い
る
窯
洞
式
活
量
に
先
史
時
代
か
ら
ア
ー
チ
頂
や
弧
頂
（
原
論
文
に
「
鴛
酔
罵
」
と
呼
ぶ
が
）
が
す
で
に
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
盤
景
式
住
居
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
同
じ
地
域
に
は
坑
道
式
土
洞
墓
が
見
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
の
頂
部
も
丁
寧
な
ア
ー
チ
頂
や
弧
頂
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
チ
原
理
と
構
造
は
、
先
史
時
代
か
ら
中
国
本
土
に
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
漢
墓
が
そ
の
変
容
に
際
し
て
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
て
も
何
の
不
思
議
な
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
…
チ
頂

と
窺
総
捲
は
、
中
国
本
土
の
文
化
を
背
景
に
自
発
的
に
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
漢
墓
の
変
容
は
い
ず
れ
も
内
在
的
な
変
遷
過
程
を
辿
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

①
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
平
成
四
年
一
月
提
出
し
た
筆
者
の
修
士
論
文

　
「
漢
墓
の
地
域
性
」
に
よ
る
。

②
　
趨
謙
盈
、
張
孝
光
「
論
窯
洞
－
考
古
中
型
見
西
遡
及
其
以
前
土
洞
穴
房
基
肚

　
研
究
」
『
考
古
学
論
集
』
三
、
文
物
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。
本
論
中
、
窯
洞
の
頂

　
部
を
平
頂
、
ア
ー
チ
頂
、
宥
彫
頂
の
春
在
を
握
唱
し
て
い
る
が
、
そ
の
図
面
を
観

　
察
し
て
み
る
と
土
洞
頂
部
を
単
に
弧
状
に
整
備
し
た
痕
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、

　
後
の
碕
を
用
い
て
四
隅
か
ら
頂
部
へ
積
み
上
げ
る
窃
薩
頂
と
は
、
構
造
上
の
隔
た

　
り
が
大
き
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
り
、
弧
頂
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
洛

　
陽
焼
溝
漢
墓
に
は
こ
れ
と
類
似
す
る
弧
頂
墓
が
あ
る
。

③
　
謝
端
据
「
試
論
我
国
早
期
土
洞
墓
」
『
考
古
』
一
九
八
七
年
十
二
期
目
こ
こ
で
も

　
「
幽
幽
頂
」
の
用
語
を
採
用
し
て
い
る
が
、
実
際
、
窯
洞
頂
部
の
類
例
と
同
じ
よ

　
う
に
「
弧
頂
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
窓
窪
頂
と
は
、
黎
築
部
材
を
用
い
て
作
っ

　
た
ド
…
ム
形
天
井
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
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五
　
む
す
び
に
か
え
て

漢墓の変容（黄）

　
そ
れ
で
は
、
漢
墓
の
榔
か
ら
室
へ
の
変
容
は
、
ど
の
よ
う
な
埋
葬
思
想
の
変
化
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
文
献
資
料
を
参

照
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
そ
も
そ
も
榔
墓
で
は
保
護
、
密
閉
、
防
腐
な
ど
の
面
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漢
代
以
前
に
お
け
る
古
代
祉
会
の
権
力
者
の
避
邪
、

昇
天
の
思
想
が
推
察
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
述
の
検
討
に
よ
り
、
前
漢
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
そ
れ
ま
で
榔
墓
が
も
っ
て
い
た
隔
絶
・

密
閉
の
た
め
の
深
い
埋
蔵
と
い
う
観
念
と
相
反
し
て
、
地
下
の
埋
葬
施
設
を
地
上
の
建
築
風
に
す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
き
、
堂
々
と
仕
上
げ

よ
う
と
す
る
思
想
が
生
じ
て
き
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
文
献
を
調
べ
て
み
る
と
、
埋
葬
施
設
を
「
室
」
、
「
房
」
と
み
る
の
は
、
や
は
り
年
代
以

降
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
『
曇
霞
春
秋
』
「
節
葬
篇
」
に
「
国
議
大
、
家
弥
富
、
葬
濃
厚
、
…
…
題
湊
之
室
、
棺
鄭
数
襲
、
積
石
積
炭
、
以
環

其
外
」
と
あ
る
。
室
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
「
黄
腸
題
湊
」
の
構
造
に
直
接
つ
な
が
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
　
「
霧

光
伝
」
に
大
臣
震
光
が
宣
帝
の
地
鼠
二
年
（
紀
元
前
六
八
年
）
に
亡
く
な
っ
た
と
き
、
皇
帝
か
ら
「
梓
宮
、
心
房
、
黄
濃
鼠
湊
各
一
具
、
縦
木
外

回
榔
十
五
具
」
を
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
　
こ
こ
で
い
う
「
宮
」
、
「
房
」
と
は
、
埋
葬
施
設
の
榔
構
造
を
指
す
も
の
で
、
同
じ
く

「
黄
腸
題
湊
」
と
関
連
す
る
記
事
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
先
の
考
古
学
の
検
討
結
果
と
一
致
し
て
、
室
墓
の

形
成
は
、
榔
墓
の
変
容
に
基
づ
く
も
の
で
、
特
に
「
整
腸
題
湊
」
の
形
を
し
た
榔
護
型
回
廊
式
榔
墓
と
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
漢
代
の
変
容
は
、
当
時
の
社
会
全
般
に
お
け
る
思
想
儀
礼
の
変
革
を
直
接
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
献
に
も
『
後
漢

書
』
「
志
第
六
・
礼
儀
下
」
の
記
載
に
門
合
葬
、
羨
道
開
通
、
皇
帝
謁
便
房
。
太
常
器
至
羨
道
、
去
杖
、
中
常
庁
議
、
至
枢
前
、
謁
、
伏
回
報

如
儀
。
辞
、
太
常
導
出
、
中
常
侍
授
杖
、
昇
騰
早
宮
。
し
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
遅
く
と
も
後
漢
時
期
に
お
い
て
葬
送
の
執
行
老
が
直
接
墓
の
中

に
入
り
、
祭
祀
の
儀
礼
を
行
っ
た
事
は
明
白
で
あ
る
。
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漢
代
初
期
に
は
、
先
漁
期
の
諸
理
論
学
説
は
融
合
さ
れ
、
儒
学
が
支
配
者
の
指
導
理
論
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
天
上
の
神
権
と
地

上
の
皇
権
と
を
統
一
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
序
君
臣
父
子
之
礼
、
列
夫
婦
長
幼
之
別
偏
を
中
核
と
す
る
儒
学
思
想
は
、
商
・
周
時
代
に
お
け

る
「
祭
政
合
一
」
の
社
会
秩
序
を
変
え
て
、
自
ら
の
祖
先
を
崇
拝
し
、
そ
し
て
現
実
生
活
を
死
後
の
世
界
に
も
投
影
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
漢
墓
に
お
け
る
横
穴
系
層
層
の
確
立
、
と
く
に
墓
内
の
祭
祀
堂
の
発
達
は
、
従
来
の
別
製
で
の
天
と
地
や
祖
先
を
祭
る
と
い
う
風
習

を
変
え
て
、
埋
葬
に
伴
う
墓
前
、
墓
内
の
祭
麗
行
為
や
、
被
葬
者
本
人
に
対
す
る
個
別
の
祭
祀
儀
礼
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
事
実
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
榔
墓
か
ら
室
墓
へ
の
変
容
は
、
当
時
の
社
会
的
な
理
念
を
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
画
像
（
確
）
石
や
壁
爾
の
内
容
、
副
葬
品
の
明
器
的
性
格
の
発
達
な
ど
も
、
す
べ
て
室
の
構
造
の
確
立
と
共
に
、
そ
の
社
会
的
な
変
化
を
反

映
も
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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〔
謝
辞
〕
　
本
論
作
成
に
あ
た
っ
て
小
野
山
節
先
生
か
ら
御
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
資
料
分
析
、
間
題
検
討
に
際
し
て
高
橋
鼠
講
氏
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
御

教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
森
下
章
司
、
一
瀬
和
夫
、
山
本
圭
二
、
大
賀
克
彦
、
冨
商
量
、
南
康
子
氏
ら
及
び
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
諸
先
生
、
京
都

大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
の
諸
兄
姉
に
は
有
益
な
助
言
や
多
大
な
る
恩
恵
を
得
て
い
ま
す
。
紙
面
を
拝
借
し
て
、
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
図
　
版
　
出
　
典

　
〈
図
一
＞
　
1
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
学
研
究
所
『
北
京
大
宮
台
漢
墓
』

（一

續
ｪ
九
年
）
図
二
五
。
2
、
湖
北
等
等
沙
鉄
路
考
古
隊
『
雪
山
楚
墓
』

（一

繼
縺
@
）
図
七
。
3
、
湖
南
省
博
物
館
「
長
沙
象
鼻
噛
一
号
西
漢
墓
」

『
考
古
学
報
』
（
一
九
八
…
年
一
期
）
に
よ
る
筆
者
の
復
原
案
の
も
と
に
、

南
康
子
氏
が
製
図
を
し
た
。

　
〈
図
工
＞
　
！
、
河
南
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
『
叢
林
格
爾
漢
墓
壁
画
』

（一

緕
ｵ
八
年
）
。

　
〈
図
三
＞
　
！
、
張
達
宏
等
「
西
安
北
郊
龍
首
里
軍
幹
六
十
墓
発
掘
簡
報
」

『
考
古
与
文
物
』
一
九
九
二
年
六
期
、
図
　
。
2
、
無
芯
貴
等
「
西
安
東

郊
国
忌
五
畿
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
博
』
一
九
九
一
年
四
期
、
図
一
。
3
、

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
「
入
潮
鳳
古
川
　
六
八
号
漢
墓
」
『
考
古
学
報
』

一
九
九
三
年
四
期
、
図
二
二
二
・
五
に
加
筆
改
作
。
4
、
湖
南
省
博
物
館

「
長
沙
砂
子
塘
西
漢
墓
発
掘
簡
胡
戦
」
『
文
〃
物
』
　
一
九
六
一
二
年
二
期
、
　
麟
一
　
。

二
加
筆
改
作
。
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〈
図
四
＞
　
1
、
長
沙
市
文
化
局
「
長
沙
威
家
湖
西
漢
曹
撰
墓
」
『
文
物
』

一
九
七
九
年
三
期
、
図
二
・
一
九
お
よ
び
愈
緯
超
「
武
代
諸
侯
王
与
列
侯

墓
葬
的
形
制
分
析
…
一
兼
論
「
周
」
、
「
漢
制
」
、
「
晋
欄
」
的
三
段
階
性
」

『
中
国
考
古
学
会
第
一
次
年
会
論
文
集
』
（
　
九
八
○
年
）
図
一
一
の
3
に
加

筆
改
作
。
　
2
、
湖
南
省
博
物
館
「
長
沙
象
論
衡
一
号
凶
漢
墓
」
『
考
古
学

報
』
一
九
八
　
年
一
期
、
図
三
・
四
・
五
に
加
筆
改
作
。
二
重
の
玄
門
施

設
の
部
分
拡
大
図
、
同
報
告
の
図
穴
。

　
〈
図
五
〉
　
河
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
河
北
定
県
能
詩
法
墓
発
掘
報

比
口
」
『
考
古
学
報
』
一
九
六
四
年
二
期
、
図
二
・
三
に
加
筆
改
作
。

　
〈
早
鐘
＞
　
1
、
南
陽
地
区
文
物
隊
等
「
唐
河
漢
郁
平
大
歩
濤
君
孫
人
漢

画
像
石
墓
」
『
考
古
学
報
』
一
九
入
○
年
二
期
、
図
二
・
一
二
に
加
筆
改
作
。

2
、
負
安
志
他
「
長
安
函
南
李
王
村
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
考
古
与
文
物
』

一
九
九
〇
年
四
期
、
図
一
。
3
、
洛
陽
博
物
館
「
洛
陽
西
漢
ト
千
秋
壁
画

墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
七
七
年
穴
期
、
図
二
。
4
、
『
洛
陽
焼
溝
漢

墓
』
（
一
九
五
九
年
）
図
一
四
甲
・
　
四
乙
に
加
筆
改
作
。
前
西
天
井
部
の

微
窺
薩
頂
の
部
分
拡
大
図
、
同
報
告
。
5
、
内
蒙
古
博
物
館
等
『
和
林
格

　
　
　
爾
漢
墓
壁
画
』
（
一
九
七
八
年
）
図
三
・
四
・
五
に
加
筆
改
作
。

　
　
　
　
〈
図
七
＞
　
1
、
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
『
輝
県
発
掘
報
告
』
（
一
九
五

　
　
　
穴
年
）
　
照
凶
一
〇
七
に
加
筆
改
作
。
　
2
、
　
湘
甲
北
省
揃
刑
沙
鉄
路
甑
菊
古
隊
『
旬
〕
山

　
　
　
豊
富
』
（
…
九
九
一
年
）
図
四
・
五
・
六
・
九
に
加
筆
改
作
。
　
3
、
駐
馬

　
　
　
店
文
化
局
等
「
河
南
正
陽
蘇
迅
雷
墓
発
掘
報
告
」
『
暑
夏
考
古
』
一
九
八
八

　
　
　
年
二
期
、
図
二
に
加
筆
改
作
。
4
、
『
包
山
楚
墓
』
（
一
九
九
一
年
）
図
三

　
　
　
三
二
一
蓋
に
加
筆
改
作
。
　
5
、
河
爾
省
文
物
研
究
所
『
信
心
楚
墓
』
（
～

　
　
　
九
八
六
年
）
曲
角
・
七
・
八
・
一
五
に
加
筆
改
作
。

　
　
　
　
〈
空
聾
＞
　
1
、
広
東
省
博
物
館
『
西
翠
南
越
王
墓
』
（
　
九
九
一
年
）

　
　
　
図
五
・
七
・
八
に
加
筆
改
作
。
2
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
学
研
究
所
等

　
　
　
『
満
城
漢
墓
発
掘
報
告
』
（
一
九
八
○
年
）
図
書
・
五
・
六
に
加
筆
改
作
。

　
　
　
3
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
学
研
究
所
『
北
京
大
藻
台
漢
墓
』
（
一
八
九

　
　
　
年
）
図
無
・
一
〇
・
＝
一
に
加
筆
改
作
。

　
　
　
　
〈
図
九
〉
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
会
「
朝
鮮
考
古
資
料
集
成
、
楽
浪
彩
蔭
塚
」

　
　
　
『
古
蹟
調
査
報
告
』
補
巻
1
（
一
九
三
四
年
）
第
八
図
・
図
版
第
三
五
に

　
　
　
加
筆
改
作
。

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

）
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Changes　in　Tomb　Styles　during　the　Han　Period

　　　　　　　　　　　　　　From　Gσ0榔to　S伍室

by

HuANG　Xiaofen

　　The　two　most　characterlstic　structures　of　ancient　Chinese　tombs　are

the　tirnber　compartment　G　UO　and　corridor　style　chamber　SHI．　The

former　was　a　traditional　pit－style　timber　compartment　to　protect　the

coMn，　and　the　latter　was　typically　a　corridor　style　chamber　made　of

tiles．　The　change　from　the　G　UO　to　SHJ　styles　which　occurred　durjng

the　｝ilan　Period　was　greatly　infiuential　throughout’　East　Asia．　Because

of　the　complexity　and　diverSity　ef　the　two　styles’　an　integrated　under－

standing　of　the　concrete　processes　of　transformation　has　not　yet　been

possible．　ln　this　paper，　based　on　a　typelogical　study　of　the　structures　of

Han　tombs，　a　classification　of　G　UO　and　SHI，　together　with　a　clarification

of　the　process　of　transformation　are　proposed．　The　introduction　of　a

corridor　space　and　the　addition　of　a　side　entrance，　followed　by　the

development　of　a　rites　area，　played　a　determinative　role’in　this　process．

These　changes　which’@occurred　were　fundamental　to　the　nature　of　the

tomb：the　space　in　which　the　body　and　goods　representing　his　status

had　previously　been　laid　became　the　place　for　the　performance　of　burial

rites　in　accordance　with　the　social　position　of　the　deceased．

Civil　Governors観察使of　the　Tang　Dynasty：astudy

　　　　　　on　the　Provincial　Command藩鎮System

by

CE［EoNG　Byungjun

　　The　intention　of　this　article　is　to　throw　sorne　fresh　light　on　the　systern

of　provincial　command　under　the　Tang　dynasty　by　reexarning　the

dynasty’s　local　government　policy．　Previous　studies　of　provincial　cornmand

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（808）




