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一
江
蘇
涯
安
市
運
河
村
一
号
戦
国
墓
の
検
証
を
中
心
に
一

太

田

麻
衣
子

【
要
約
】
　
江
蘇
省
潅
安
市
か
ら
出
土
し
た
運
河
村
墓
は
戦
国
中
後
期
の
境
に
造
営
さ
れ
た
裂
離
の
墓
と
さ
れ
、
楚
が
前
四
世
紀
末
に
は
邪
溝
以
東
ま
で
支

配
を
拡
大
し
て
い
た
証
左
と
さ
れ
た
。
し
か
し
本
稿
で
は
同
墓
が
土
着
の
習
俗
を
保
持
し
た
洋
盤
と
は
異
質
な
墓
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
江
東
の
情
勢

と
比
較
す
る
こ
と
で
、
潅
安
に
楚
の
実
効
支
配
が
及
ん
だ
の
は
戦
国
後
期
以
降
だ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
た
。
つ
ま
り
戦
國
中
期
に
は
楚
が
涯
河
・
長
江
両

下
流
域
を
も
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
従
来
の
認
識
は
誤
っ
て
お
り
、
春
秋
戦
国
に
国
漢
地
区
で
栄
え
た
楚
と
秦
末
漢
初
に
江
涯
地
区
で
興

つ
た
楚
と
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
秦
末
に
楚
の
勢
力
と
し
て
挙
兵
し
た
人
々
の
な
か
に
は
戦
国
時
代
に
楚
の
支
配
を
短
期

問
し
か
受
け
て
い
な
い
地
域
の
人
々
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
慰
安
出
身
の
韓
信
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
彼
ら
が
楚
の
も
と
に
結
集
し
た
一
要
因

と
し
て
は
楚
文
化
の
共
有
が
指
摘
で
き
、
今
後
は
漢
転
置
の
成
立
に
楚
文
化
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
第
九
八
巻
二
号
　
二
〇
一
五
年
＝
　
月

は
　
じ
　
め
　
に

漢
の
樹
立
に
大
き
く
貢
献
し
た
三
傑
の
一
人
、
韓
信
は
、
当
時
の
准
陰
、
現
在
で
い
う
江
蘇
省
准
安
市
の
出
身
で
あ
る
。
管
楽
に
は
そ
こ
が

韓
信
故
里
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
碑
や
憂
く
ぐ
り
の
舞
台
と
さ
れ
る
膀
下
橋
、
彼
を
祀
る
韓
頸
玉
な
ど
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ひ
っ

そ
り
と
し
て
い
て
、
あ
ま
り
盛
大
に
は
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
い
な
い
。
郷
里
出
身
の
英
雄
と
し
て
は
周
恩
来
の
ほ
う
が
有
名
で
あ
る
し
、
何
よ
り
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こ
こ
は
南
船
北
馬
の
分
岐
点
、
鞍
点
交
替
の
地
と
し
て
、
古
く
か
ら
運
河
随
一
の
要
衝
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
地
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
涯
安
は
中
国
を
南
北
に
分
け
る
潅
河
と
縦
断
す
る
大
運
河
の
交
差
点
に
位
置
し
、
明
清
に
は
漕
運
総
督
も
駐
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
地
が
運

河
の
要
衝
と
し
て
機
能
し
て
き
た
歴
史
は
古
く
、
記
録
上
は
前
四
八
六
年
に
呉
が
長
江
と
准
河
を
結
ぶ
邦
溝
を
開
難
し
た
の
が
准
安
に
運
河
が

引
か
れ
た
始
ま
り
と
な
る
。
准
安
の
土
着
民
は
潅
夷
と
呼
ば
れ
、
涯
夷
は
と
き
に
東
夷
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
呉
と
呉
を
滅
ぼ
し
た
越

に
よ
る
上
溝
支
配
は
こ
う
し
た
心
立
流
域
に
住
ま
う
夷
を
支
配
下
に
収
め
る
こ
と
で
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
（
太
田
二
〇
＝
一
）
。
し
か
し
東
夷

や
准
夷
に
関
す
る
文
字
資
料
は
現
状
ほ
と
ん
ど
の
こ
っ
て
お
ら
ず
、
戦
国
期
に
お
け
る
彼
ら
の
動
向
は
杳
と
し
て
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
先
行
研

究
で
は
次
の
史
料
か
ら
前
四
世
紀
に
お
け
る
刊
溝
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
情
勢
を
推
測
し
て
い
る
。

　
A
（
楚
の
懐
王
）
十
年
　
広
陵
に
城
く
。
（
『
史
記
』
六
国
年
表
）

　
B
楚
威
福
の
時
に
當
た
り
、
越
北
の
か
た
齊
を
伐
つ
。
…
…
是
に
お
い
て
越
遂
に
齊
を
繹
て
楚
を
伐
つ
。
楚
の
威
陰
欝
を
興
し
て
之
を
伐
ち
、
大
い
に
越
を

　
　
敗
り
、
王
無
品
を
殺
し
、
墨
く
故
呉
地
の
漸
江
に
至
る
ま
で
を
取
り
、
北
の
か
た
齊
を
墨
書
に
破
る
。
而
し
て
越
此
を
以
て
散
じ
、
諸
族
子
畢
い
立
ち
、

　
　
或
い
は
王
と
爲
り
、
或
い
は
看
と
爲
り
、
江
南
の
海
上
に
濱
し
、
楚
に
影
響
す
。
（
『
史
記
鵬
越
王
句
践
世
家
）

楚
の
懐
王
は
藩
王
の
子
で
あ
り
、
A
に
い
う
懐
王
十
年
は
西
暦
で
い
え
ば
前
三
一
九
年
に
あ
た
る
。
ま
た
『
史
記
』
楚
世
家
に
よ
れ
ば
前
三
三

三
年
に
あ
た
る
斎
王
七
年
冬
楚
が
徐
州
で
斉
を
破
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
B
は
伝
統
的
に
前
ご
一
三
三
年
な
い
し
そ
の
直
前
の
事
件
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
B
の
記
述
に
は
古
く
か
ら
疑
義
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
こ
れ
は
、
楚
が
轟
轟
期
に
越
を
大
敗
さ
せ
た
こ
と
と
、
懐
汐
干
に

取
取
を
殺
害
し
た
こ
と
と
が
混
同
さ
れ
た
も
の
と
み
て
、
無
彊
の
死
に
つ
い
て
は
前
三
〇
六
年
に
比
定
す
る
説
（
楊
寛
一
九
四
六
二
九
九
一
）

が
有
力
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
A
・
B
の
記
述
を
も
と
に
、
一
般
に
越
は
前
三
三
三
年
に
は
楚
の
侵
攻
に
よ
っ
て
広
陵
以
南
・
以
東
の
沿
海
地
帯
に
ま
で
退
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
前
四
世
紀
後
半
に
は
楚
が
准
南
の
ほ
ぼ
全
域
、
少
な
く
と
も
刊
溝
以
西
は
支
配
し
て
い
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
何
事
一
九

八
九
、
陳
偉
一
九
九
二
、
毛
穎
・
張
敏
二
〇
〇
五
な
ど
）
。
刊
溝
流
域
の
情
勢
に
つ
い
て
A
・
B
か
ら
確
実
に
わ
か
る
こ
と
は
、
前
三
一
九
年
号
で
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に
は
楚
が
祁
溝
の
長
江
側
の
入
り
ロ
に
あ
た
る
広

陵
を
支
配
下
に
お
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で

あ
り
、
A
・
B
を
も
っ
て
当
時
す
で
に
楚
が
祁
溝

ま
で
を
も
制
御
し
て
い
た
と
す
る
の
は
、
実
の
と

こ
ろ
拡
大
解
釈
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
祁
溝
の
涯

小
論
の
入
り
口
で
あ
る
准
安
か
ら
二
〇
〇
四
年
に

出
土
し
た
運
河
村
一
号
戦
国
墓
（
以
下
、
運
河
村

墓
）
の
報
告
書
（
涯
安
市
博
物
館
編
二
〇
＝
）
は
、

考
古
資
料
を
も
っ
て
こ
う
し
た
従
来
の
領
域
認
識

を
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

同
勢
に
は
戦
国
中
期
の
「
越
国
の
墓
」
と
す
る
説

と
、
楚
の
威
王
期
以
降
、
と
く
に
戦
国
中
期
と
後

期
の
境
目
に
造
営
さ
れ
た
「
楚
国
の
墓
」
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
簡
報
（
准
安
市

博
物
館
二
〇
〇
九
）
の
段
階
で
は
楚
国
の
墓
だ
と

断
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
報
告
書
も
ま
た
同
墓

に
は
楚
墓
の
特
徴
が
濃
厚
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
も
と
に
従

来
の
領
域
認
識
を
一
歩
進
め
、
楚
の
威
一
期
に
は

72 （356）



韓信故里からみた楚の東漸（太田）

准
安
ふ
く
め
刊
溝
以
東
も
す
で
に
楚
に
帰
属
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
報
告
書
が
同
棲
に
み
ら
れ
る
楚
墓
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
も
の
に
は
、
首
を
傾
げ
る
点
が
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、
簡
報
・
報
告

書
と
も
に
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
文
献
に
は
次
の
よ
う
な
史
料
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
C
（
魏
嚢
王
七
年
）
四
月
、
越
王
公
師
隅
を
し
て
來
た
り
て
乗
舟
・
始
岡
及
び
舟
三
百
・
箭
五
百
萬
・
犀
角
・
象
歯
を
献
ぜ
し
め
り
。
（
『
水
難
注
』
河
水
引

　
　
　
『
竹
書
紀
年
騙
（
『
古
本
竹
書
紀
年
輯
証
舳
魏
紀
一
一
四
）
）

魏
の
嚢
王
七
年
は
前
三
一
二
年
に
あ
た
る
が
、
越
か
ら
大
梁
に
都
を
置
く
魏
ま
で
船
で
い
く
に
は
三
河
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
ま
ず
刊
溝
な
い
し
海
上
を
経
由
し
て
潅
河
に
入
る
必
要
が
あ
っ
た
（
図
！
）
。
越
は
も
と
よ
り
海
上
か
ら
准
河
を
遡
上
す
る
こ
と
も
可
能

な
操
船
技
術
を
も
っ
た
民
族
で
あ
る
か
ら
（
董
楚
平
一
九
八
八
）
、
広
陵
が
楚
に
制
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
邦
溝
が
利
用
で
き
ず
と
も
こ
の
場
合

は
問
題
が
な
い
が
、
邦
溝
か
ら
だ
ろ
う
と
海
上
か
ら
だ
ろ
う
と
、
准
河
を
遡
る
さ
い
に
は
必
ず
涯
安
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
太
田
二
〇
〇
九
）
。
『
史
記
』
楚
世
家
に
よ
る
と
同
年
に
楚
は
秦
に
大
敗
し
た
う
え
韓
・
魏
連
合
軍
に
鄭
ま
で
攻
め
こ
ま
れ
て
お
り
、
越
と
敵

対
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
秦
・
韓
・
魏
と
も
交
戦
状
態
に
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
越
か
ら
魏
に
送
ら
れ
た
三
百
隻
も
の
船
を
は
じ
め

と
す
る
軍
需
物
資
が
准
安
を
通
過
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
ま
だ
そ
こ
が
楚
の
支
配
下
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
楚
は
前
三
一
九
年
ま
で
に
は
広
陵
を
支
配
下
に
収
め
て
は
い
て
も
、
前
三
一
二
年
の
時
点
で
は
潅
安
を
支
配
で
き

て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
時
は
ま
だ
邦
溝
全
域
を
支
配
下
に
お
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
C
と
て
潅
安
に
つ
い
て
直
接
述
べ
た
史
料
で
は
な
く
、
准
安
ど
こ
ろ
か
難
題
の
情
勢
を
明
確
に
述
べ
た
記
述
も
A
以
外
に
は
み
あ

た
ら
な
い
以
上
、
楚
が
前
四
世
紀
後
半
に
は
少
な
く
と
も
祁
溝
ま
で
は
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
従
来
の
認
識
も
ふ
く
め
て
、
文

献
資
料
だ
け
で
は
確
か
な
こ
と
は
何
も
い
え
な
い
と
い
う
ほ
か
に
な
い
。
こ
う
し
た
資
料
的
制
約
を
打
破
す
べ
く
、
か
ね
て
よ
り
わ
た
し
は
出

土
資
料
の
利
用
を
試
み
て
き
て
お
り
、
太
田
二
〇
〇
九
で
は
邪
言
啓
節
と
い
う
青
銅
器
を
も
と
に
従
来
の
領
域
認
識
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
。

那
君
影
節
と
は
前
三
一
一
二
年
に
楚
の
懐
育
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
交
通
免
税
証
で
あ
り
、
銘
文
に
示
さ
れ
た
区
域
内
で
こ
れ
を
提
示
す
れ
ば
一
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定
の
輸
送
量
に
限
り
関
税
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
癌
で
は
こ
の
免
税
区
域
を
当
時
の
楚
の
勢
力
範
囲
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
楚
が
前
三
ニ
象
亀
の
段
階
で
は
ま
だ
東
方
へ
は
下
血
・
居
巣
・
縦
陽
ま
で
に
し
か
安
定
し
た
支
配
を
確
立
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
は
越
や
東
夷
の
居
住
地
な
い
し
彼
ら
に
対
す
る
前
線
地
帯
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
際
、
運
河
村
墓
に
つ
い
て
は
簡
報
の

公
表
前
だ
っ
た
た
め
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
同
墓
の
南
西
三
㎞
の
地
点
か
ら
出
土
し
た
涯
陰
高
富
戦
国
墓
（
以
下
、
高
荘
墓
）

に
つ
い
て
は
少
し
く
言
及
し
て
お
り
、
自
説
の
傍
証
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

　
高
面
面
の
下
宿
年
代
に
は
諸
説
あ
り
、
報
告
書
（
准
安
布
博
物
館
三
二
〇
〇
九
）
や
鄭
小
炉
二
〇
〇
七
は
戦
国
中
期
、
王
藪
下
一
九
九
一
は
戦

国
前
中
期
、
田
虫
連
鎖
〇
〇
九
は
戦
国
前
期
後
段
と
す
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
運
河
村
塾
に
先
行
す
る
墓
葬
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い

な
く
、
運
河
村
墓
の
簡
報
や
報
告
書
は
両
墓
が
と
も
に
複
数
の
重
葬
者
と
車
馬
器
を
と
も
な
う
貴
族
墓
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
墓
の
差
異
を
も

と
に
濫
安
の
趨
勢
を
読
み
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
運
河
村
墓
で
は
高
荘
墓
に
大
量
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
越
器
が
大
幅
に
減
少
し
て

い
る
か
わ
り
に
楚
器
の
比
重
は
増
え
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
仁
安
が
越
に
か
わ
っ
て
楚
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
証
左
だ
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
運
河
村
墓
の
細
身
よ
り
わ
ず
か
一
ヶ
月
は
や
く
公
刊
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
高
荘
墓
の
報
告
書
で
は
、
両
墓
は

「
岡
一
の
文
化
性
質
」
を
も
つ
墓
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
差
異
は
見
い
だ
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
准
安
市
博
物
館
が
作
成
し
た
簡

報
・
報
告
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
河
麗
質
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
齪
館
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、
同

墓
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
潅
安
ふ
く
め
寒
河
流
域
や
長
江
下
流
域
と
い
っ
た
江
准
地
区
は
、
東
夷
や
上
夷
、
呉
越
の
住
ま
う
地
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

楚
は
春
秋
戦
国
と
江
漢
地
区
に
栄
え
て
き
た
が
、
秦
末
漢
初
に
は
そ
れ
が
一
変
し
、
革
嚢
地
区
で
は
な
く
江
潅
地
区
が
「
楚
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
領
域
認
識
で
は
戦
国
中
期
に
は
江
准
地
区
も
ほ
ぼ
全
域
が
楚
の
領
域
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
た
め
、
先
行
研

究
で
は
春
秋
戦
国
の
楚
と
秦
末
漢
初
の
楚
の
差
異
に
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
両
者
は
無
条
件
に
岡
一
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し

か
し
太
田
二
〇
〇
九
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
楚
は
戦
国
後
期
、
前
二
七
八
年
に
秦
の
侵
攻
に
よ
っ
て
江
平
地
区
を
失
い
江
准
地
区
に
東
遷
し
て
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お
り
、
そ
れ
に
附
随
し
て
起
き
た
様
々
な
変
化
を
抜
き
に
し
て
戦
国
か
ら
秦
へ
と
繋
が
る
楚
の
歴
史
的
連
続
性
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
前
稿
で
は
そ
の
た
め
に
ま
ず
領
域
の
観
点
か
ら
東
遷
以
前
と
以
後
の
楚
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
、
楚
が
准
母
・
長
江
の
両
下
流

域
に
支
配
を
確
立
し
た
の
は
戦
国
後
期
、
特
に
前
二
六
二
年
に
即
位
し
た
考
烈
王
期
以
降
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
運
河
村
塾
が
も
し
本

当
に
楚
国
の
墓
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
見
解
は
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
墓
が
従
来
の
領
域
認
識
の
是
非
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
報

告
書
の
抱
え
る
問
題
点
を
見
過
ご
す
こ
と
は
、
た
だ
同
憂
だ
け
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
第
一
章
で
運
河
村
営
を
三
国
の
墓
と
す
る
説
を
検
証
す
る
と
こ
ろ
が
ら
議
論
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、

報
告
書
が
同
墓
に
は
楚
墓
の
特
徴
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
い
つ
つ
も
、
「
楚
墓
」
と
は
い
わ
ず
に
「
楚
国
の
墓
」
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、

運
河
村
墓
が
楚
墓
で
は
な
い
こ
と
は
報
告
書
も
認
め
て
い
る
。
楚
墓
で
は
な
い
墓
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
楚
の
支
配
を
窺
う
の
か
、
報
告
書
は

そ
の
指
標
を
何
も
提
示
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
墓
葬
か
ら
支
配
の
程
度
を
探
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
二
章
で
は
刊
溝

流
域
と
お
そ
ら
く
は
連
動
し
て
楚
の
支
配
下
に
入
っ
た
の
だ
ろ
う
江
東
の
状
況
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
准
安
に
及
ぼ
さ
れ
る
楚
の
支
配
が
い
つ

実
効
化
し
た
の
か
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
上
海
や
蘇
南
、
漸
北
と
い
っ
た
長
江
下
流
域
南
岸
お
よ
び
銭
塘
江
下
流
域
に
あ
た
る
江
東
は
、

楚
の
支
配
が
実
効
化
す
る
過
程
を
文
献
か
ら
あ
る
程
度
は
復
原
で
き
る
た
め
、
実
効
支
配
の
開
始
と
野
葬
の
変
化
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の

か
を
比
較
的
把
握
し
や
す
い
地
域
で
あ
る
。
こ
う
し
た
江
東
の
事
例
を
も
と
に
す
れ
ば
、
運
河
村
長
造
営
当
時
に
潅
安
が
楚
と
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
っ
た
の
か
、
豊
野
に
楚
の
実
効
支
配
が
及
ん
だ
の
は
い
つ
だ
っ
た
の
か
を
、
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
運
河
村
墓
の
性
格
を
再
定
義
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
楚
の
東
方
支
配
が
実
効
化
し
て
い
く
～
過
程
を
明
ら
か
に
し
て

み
た
い
。
前
稿
で
は
従
来
の
領
域
認
識
を
改
め
る
こ
と
に
よ
り
、
溝
型
や
劉
邦
に
代
表
さ
れ
る
秦
末
に
「
楚
」
の
勢
力
と
し
て
挙
兵
し
た
人
々

の
な
か
に
は
、
楚
の
支
配
下
に
組
み
こ
ま
れ
て
か
ら
日
の
浅
い
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
う
し
た
「
楚
」
の
一
員
と
し

て
項
羽
と
劉
邦
に
仕
え
、
彼
ら
と
と
も
に
秦
末
漢
初
の
動
乱
を
動
か
し
て
い
っ
た
韓
信
の
故
郷
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
っ
た
地
だ

っ
た
の
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
ま
た
、
春
秋
戦
国
の
楚
と
は
一
線
を
画
す
、
秦
書
髭
初
の
楚
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
繋
が
る
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だ
ろ
う
。
本
稿
に
よ
っ
て
前
帝
で
の
議
論
を
改
め
て
立
証
し
、
漢
の
樹
立
に
「
楚
」
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
、
再
検
討
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

　
①
一
般
に
越
の
場
合
は
無
彊
の
死
が
戦
国
中
期
と
後
期
の
境
目
と
さ
れ
、
そ
の
死

　
亡
年
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
近
年
で
は
前
三
〇
六
年
と
さ
れ
る
こ
と
が

　
多
い
。
ま
た
楚
の
場
合
は
前
三
世
紀
以
降
な
い
し
白
起
抜
郵
の
前
二
七
八
年
以
降

　
が
戦
国
後
期
と
さ
れ
る
。
運
河
村
墓
の
報
告
書
は
疇
代
区
分
の
詳
細
な
年
代
を
明

　
記
し
て
い
な
い
が
、
報
告
書
の
い
う
戦
国
中
後
期
の
境
と
は
、
お
そ
ら
く
前
三
三

　
三
年
差
ら
晶
型
二
〇
六
年
に
か
け
て
の
時
期
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

②
太
田
二
〇
〇
九
で
は
「
東
夷
」
を
「
九
夷
」
と
記
し
た
が
、
吉
本
道
雅
二
〇
～

　
○
に
巷
づ
き
、
本
稿
で
は
「
東
夷
扁
に
改
め
る
。
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一
　
運
河
村
墓
の
検
証

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
運
河
三
島
の
報
告
書
は
無
事
を
楚
国
の
墓
と
す
る
説
を
強
調
す
る
が
、
～
方
で
は
同
舟
に
准
安
の
土
着
文
化
が

強
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
被
葬
者
は
楚
人
で
は
な
く
楚
国
属
下
の
潅
夷
貴
族
の
後
喬
な
い
し
地
方
首
領
だ
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
被
葬
者
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
楚
で
は
な
い
が
、
楚
の
支
配
下
に
い
た
人
物
だ
か
ら
石
匙
の
墓
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
何
を
も
っ
て

楚
の
支
配
下
に
い
た
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
同
墓
に
は
在
地
の
習
俗
と
と
も
に
楚
墓
の
特
徴
が
濃
厚
に
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
と

い
う
。
報
告
書
が
楚
墓
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
湖
北
隠
江
陵
県
か
ら
出
土
す
る
大
型
墓
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
比
較
し
た
う

え
で
、
運
河
村
墓
に
は
高
荘
墓
に
は
な
か
っ
た
楚
墓
と
の
共
通
点
が
多
く
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
運
河
村
墓
と
高
荘
墓
は
貴
族
墓
、
つ
ま
り
支
配
者
層
の
墓
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
差
異
が
生
心
の
趨
勢
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
、

厳
密
に
い
え
ば
両
墓
は
ま
っ
た
く
同
じ
等
級
の
墓
で
は
な
く
、
運
河
村
墓
の
被
葬
者
の
ほ
う
が
よ
り
高
位
に
あ
っ
た
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
棺
榔
の
重
重
は
運
河
村
墓
が
四
重
で
飢
凍
墓
は
二
重
と
運
河
村
墓
の
ほ
う
が
多
く
、
車
馬
器
は
両
墓
と
も
に
副
葬
さ
れ
て

い
た
も
の
の
、
高
荘
墓
で
は
墓
坑
の
片
隅
に
置
か
れ
て
い
た
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
運
河
村
墓
で
は
副
筋
内
に
き
ち
ん
と
収
め
ら
れ
て
い
た
。

加
え
て
運
河
村
墓
に
は
編
鐘
の
台
座
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
は
編
鐘
も
副
葬
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
運
河
村
墓
の
ほ
う
が
高
荘
墓

よ
り
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
墓
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
両
墓
と
も
に
盗
掘
を
受
け
て
お
り
、
と
く
に
運
河
体
位
の
被
害
が
甚



大
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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運
河
村
墓
の
簡
報
や
報
告
書
が
指
摘
す
る
同
墓
と
面
争
と
の
共
通
点
は
、
私
見
に
よ
る
と
以
下
の
九
点
に
纏
め
ら
れ
る
。

　
　
①
封
土
は
版
築
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
三
色
の
層
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
墓
道
は
長
く
傾
斜
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
②
墓
坑
に
は
白
膏
泥
が
充
境
さ
れ
、
開
口
部
も
白
膏
泥
で
封
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
③
墓
向
は
東
西
方
向
で
あ
り
、
被
葬
者
の
頭
位
は
東
向
き
で
、
愚
身
直
肢
で
あ
る
。

　
　
④
竹
蕗
を
用
い
て
納
棺
し
て
い
る
。

　
　
⑤
棺
榔
が
四
重
で
あ
る
。

　
　
⑥
編
鐘
の
台
座
、
漆
絵
木
雁
な
ら
び
に
漆
器
の
紋
様
や
金
箔
を
装
飾
す
る
技
術
は
楚
文
化
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

　
　
⑦
日
用
土
器
に
は
楚
墓
と
同
じ
く
楚
式
高
を
中
心
と
し
た
扇
・
罐
・
豆
・
鉢
の
組
合
が
あ
り
、
冒
園
だ
け
で
な
く
豆
も
楚
文
化
の
同
類
器
と

　
　
　
完
全
に
一
致
す
る
。

　
　
⑧
残
存
し
て
い
た
青
銅
の
鼎
足
は
典
型
的
な
楚
式
鼎
の
特
徴
を
も
つ
。

　
　
⑨
原
始
盗
器
が
な
く
、
印
紋
硬
陶
も
わ
ず
か
に
残
片
が
出
土
す
る
の
み
で
、
島
廻
墓
に
は
あ
っ
た
越
文
化
に
特
徴
的
な
器
物
が
欠
け
て
い

　
　
　
る
。

　
ま
ず
①
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
高
荘
墓
に
は
封
土
や
墓
道
が
な
か
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
指
摘
で
あ
り
、
高
昼
食
の
造
営
時
よ
り
も
准
安
に
及

ぼ
さ
れ
る
楚
の
影
響
力
が
強
ま
っ
た
結
果
、
運
河
村
墓
に
は
封
土
や
霜
道
が
築
か
れ
た
の
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
荘
墓
の
報
告

書
自
体
は
同
墓
に
封
土
や
直
道
が
な
い
の
は
被
葬
者
の
身
分
が
運
河
村
墓
よ
り
も
低
い
た
め
だ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
封
土
や
画
道
の
有
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
一
概
に
楚
の
影
響
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
た
と
え
ば
潅
安
に
ほ
ど
近
い
江
蘇
省
郵
州
市
か
ら
出
土
し
た
九
女
亭
春
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灘1天星観一号楚墓

運河村墓や印山越王陵の場合は、榔を中心として

白玉泥が充填されている部分が墓坑となる（ただし

地面を掘りさげていない部分は含まない）が、天星

観一号楚墓を含めた楚墓では、それに加えて墓道

を除く埋土の部分も墓坑に含まれる。
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図2　玉転断面図

秋
墓
（
南
京
博
物
院
ほ
か
一
九
九
九
、
孔
令
遠
ほ
か
二
〇
〇
二
、
徐
州
博
物
館
ほ
か

二
〇
〇
三
。
以
下
、
九
女
敏
墓
）
の
よ
う
に
、
墓
に
封
土
や
墓
道
を
築
く
こ
と

は
、
准
河
下
流
域
で
は
春
秋
時
代
か
ら
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
九
女
激

墓
は
春
秋
中
後
期
に
比
定
さ
れ
る
徐
の
貴
族
墓
群
と
さ
れ
、
高
荘
墓
と
も
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
対
照
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
墓
に
は
封
土
や
墓
道

が
あ
り
、
二
・
三
号
敬
の
封
土
に
い
た
っ
て
は
運
河
村
墓
と
同
様
に
種
類
の

異
な
る
土
が
版
築
で
つ
き
固
め
ら
れ
て
層
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。
運
河
村
墓
の
報
告
書
の
図
に
は
分
層
の
様
子
が
図
示
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
そ
の
図
を
ト
レ
ー
ス
し
た
本
稿
の
図
2
－
2
に
も
反
映
さ
せ
て
は

い
な
い
が
、
報
告
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
同
墓
の
封
土
は
黄
・
白
・
黒
の
三
色

の
土
が
版
築
で
つ
き
固
め
ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
層
を
な
し
て
い
る
も
の
で
、
墓

道
上
の
埋
土
も
同
じ
く
版
築
で
三
色
の
層
に
分
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
楚
墓

の
な
か
に
も
封
土
に
複
数
の
土
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が
層
を
な
し
て
い
る
も

の
は
あ
る
が
、
現
在
ま
で
に
そ
う
し
た
封
土
に
版
築
の
痕
跡
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
（
丁
蘭
二
〇
〇
六
）
、
運
河
村
墓
と
楚
墓
と
で
は
封
土
の
つ
く
り
方
が

異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
墓
道
に
つ
い
て
も
運
河
村
墓
と
直
兜
と
で
は
大
き
く
形
態
が
異
な

っ
て
い
る
。
図
2
－
1
は
運
河
幽
門
の
報
告
書
が
同
墓
と
構
造
が
似
て
い
る

と
す
る
皇
陵
天
星
観
一
号
楚
墓
（
湖
北
省
三
州
地
区
博
物
館
一
九
八
二
）
の
断
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面
図
だ
が
、
こ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
楚
墓
の
墓
道
は
急
勾
配
か
つ
最
奥
部
が
榔
蓋
よ
り
高
い
位
置
に
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
運
河
村
墓
の
食
道
は
傾
斜
角
が
五
度
以
下
と
い
う
非
常
に
平
坦
な
も
の
で
あ
り
（
図
2
－
2
）
、
簡
報
に
よ
れ
ば
墓
道
の
最
奥
部
も
三
層

に
な
っ
た
榔
の
底
意
を
あ
わ
せ
た
高
さ
、
つ
ま
り
棺
の
底
あ
た
り
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
墓
道
は
楚
墓
よ
り
も
む
し
ろ
心
意
の
ほ

う
に
類
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
、
漸
江
省
紹
興
市
か
ら
出
土
し
た
印
山
越
柱
聯
（
藤
江
省
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
二
〇
〇
二
）
の
墓
道
も
ま
た

運
河
村
墓
の
よ
う
に
長
く
平
坦
で
、
最
奥
部
も
棺
の
底
部
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
に
位
置
し
て
い
る
（
図
2
－
3
）
。
印
山
越
王
立
は
越
王
允
常
の
墓

と
も
さ
れ
る
春
秋
後
期
の
越
墓
で
あ
り
、
墓
道
の
入
り
口
脇
の
部
分
が
山
の
傾
斜
に
そ
っ
て
墓
坑
側
で
は
な
く
入
り
口
側
に
五
～
六
度
ほ
ど
傾

い
て
い
る
と
い
う
特
異
な
面
は
あ
る
も
の
の
、
封
土
が
版
築
で
つ
く
ら
れ
、
種
類
の
異
な
る
土
で
層
を
な
し
て
い
る
点
、
ま
た
運
河
村
墓
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

様
に
自
然
の
丘
陵
を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
し
て
み
て
も
、
楚
墓
よ
り
は
は
る
か
に
運
河
村
墓
に
近
し
い
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
②
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
墓
に
白
膏
泥
を
用
い
る
の
は
楚
墓
の
特
徴
で
は
あ
る
も
の
の
、
楚
墓
で
は
榔
の
周
囲
を
白
膏
泥
で
密
閉
す
る
だ
け

で
、
そ
の
後
は
埋
土
を
使
っ
て
墓
坑
内
を
塞
ぐ
の
に
対
し
、
運
河
村
墓
で
は
墓
坑
内
す
べ
て
に
白
膏
泥
が
充
塀
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
墓
坑

の
上
や
墓
道
上
の
埋
土
ま
で
も
が
こ
れ
で
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
2
斜
線
部
）
。
こ
の
よ
う
に
運
河
聖
衆
に
お
け
る
白
下
泥
の
用
法
は
楚

墓
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
墓
に
白
膏
泥
を
用
い
る
こ
と
自
体
す
で
に
春
秋
時
代
に
は
聖
篭
・
山
東
地
区
に
ま
で
伝
播
し

　
　
⑥

て
お
り
、
九
女
敬
墓
や
高
潔
墓
で
も
榔
の
周
囲
に
は
白
膏
泥
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
印
山
越
王
陵
で
は
榔
が
ま
ず
木
炭
で
覆
わ
れ
て
お

り
、
墓
道
も
ま
ず
下
半
が
白
膏
泥
で
埋
め
ら
れ
た
後
に
黄
色
い
五
花
土
を
埋
土
と
し
て
全
体
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
運
河
村
墓
と
は
異

な
る
点
も
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
白
膏
泥
が
墓
坑
の
上
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
ほ
ど
墓
坑
内
に
充
填
さ
れ
て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
り
、
運
河
村
墓
は

白
膏
泥
の
用
法
に
お
い
て
も
楚
墓
よ
り
は
む
し
ろ
越
墓
に
近
し
い
と
い
え
る
。

　
③
に
い
う
東
向
き
の
墓
向
や
頭
位
、
頭
身
直
肢
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
戦
国
期
の
大
型
楚
墓
で
も
被
葬
者
の
頭
は
墓
の
向
き
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

じ
く
東
を
向
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
か
つ
仰
向
け
で
足
を
の
ば
し
た
状
態
で
葬
ら
れ
て
い
る
が
、
本
章
第
二
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
潅
安
一

帯
か
ら
出
土
す
る
段
墓
や
春
秋
墓
に
も
仰
身
直
肢
や
東
向
き
の
頭
位
は
確
認
で
き
る
た
め
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
楚
墓
由
来
の
も
の
と
す
る
こ
と
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は
不
可
能
で
あ
る
。

　
④
に
い
う
竹
藷
を
用
い
て
納
棺
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
運
河
村
墓
か
ら
発
見
さ
れ
た
竹
薦
は
副
葬
品
や
犠
牲
を
く
る
ん
で
い
た

も
の
と
副
榔
の
底
に
敷
か
れ
て
い
た
も
の
だ
け
で
、
楚
墓
の
よ
う
に
暦
世
で
淫
逸
を
覆
う
と
い
う
特
殊
な
用
場
が
行
わ
れ
て
い
た
形
跡
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。

　
⑤
に
い
う
四
重
の
七
三
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
大
型
の
楚
墓
に
は
棺
榔
が
三
重
や
四
重
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
多
重
と
い
う
点

に
お
い
て
は
運
河
村
墓
の
棺
榔
は
野
墓
に
類
似
す
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
そ
の
形
態
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
戦
国
期
の
釜
揚
で
は
㏄
般
に

直
方
体
の
榔
が
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
運
河
村
墓
で
は
直
方
体
の
主
榔
の
横
に
底
面
が
正
方
形
に
近
い
直
方
体
の
副
帯
が
附
属
し
て
お
り
、

全
体
と
し
て
L
字
型
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
棺
も
楚
墓
で
は
懸
底
弧
棺
や
懸
底
方
棺
、
長
方
盒
形
棺
が
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
運
河
村
墓

で
は
そ
れ
ら
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
構
造
を
し
た
独
木
棺
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
独
木
棺
は
越
墓
で
も
よ
く
使
用
さ
れ
、

印
山
越
王
陵
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
岡
墓
の
榔
は
三
角
柱
を
横
に
し
た
特
殊
な
形
態
を
し
て
お
り
、
い
く
ら
共
通
点
が
多
い
と
は
い
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
、
運
河
村
墓
と
は
や
は
り
異
質
な
墓
で
あ
る
点
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
①
～
⑤
は
い
ず
れ
も
的
外
れ
な
指
摘
で
あ
り
、
運
河
村
墓
は
越
墓
以
上
に
楚
墓
と
は
異
質
な
構
造
を
し
た
墓
だ
と
い
え
る
。
で

は
⑥
以
降
に
纏
め
た
副
葬
品
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ま
ず
戦
国
時
代
に
楚
で
漆
器
が
盛
行
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
特
に
動
物
を
模
し

た
漆
器
は
楚
以
外
の
地
域
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
（
佐
藤
武
敏
～
九
八
五
）
、
運
河
繋
馬
か
ら
出
土
し
た
漆
絵
木
雁
が
楚
系
の
副
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

品
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
い
え
る
。
金
箔
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
楚
文
化
と

関
わ
り
の
あ
る
も
の
な
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
出
土
位
置
か
ら
し
て
馬
車
の
装
飾
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
運
河
村
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
車
馬
器
は
報
告
書
に
よ
れ
ば
高
荘
墓
の
も
の
と
よ
く
似
て
お
り
、
特
に
喜
は
楚
で
も
越
で
も
な
く
蘇

北
地
区
に
伝
統
的
な
形
態
を
し
て
い
る
と
い
う
。

　
⑦
に
い
う
楚
式
爾
を
中
心
と
し
た
酉
・
罐
・
豆
・
孟
な
い
し
鉢
と
い
っ
た
組
合
が
藩
中
に
み
ら
れ
る
典
型
的
な
日
用
土
器
の
組
合
せ
で
あ
る
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影

1A型灰陶扇　　　　2B型灰陶扇　　　　　3黒陶豆

　　　　図3　運河村墓出土の扇と豆

　
ち
な
み
に
運
河
書
面
の
報
告
書
は
同
心
出
土
の
豆
が
楚
々
の
形
態
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、

る
論
者
の
意
見
と
し
て
、
豆
や
杯
な
ど
の
黒
陶
器
は
越
地
の
も
の
に
類
似
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

紹
興
の
鳳
鳳
山
木
檸
墓
（
紹
興
県
文
物
管
理
委
員
会
一
九
七
六
。
以
下
、
恩
貸
山
上
）

運
河
霊
位
か
ら
出
土
し
た
豆
は
い
ず
れ
も
二
二
～
二
四
㎝
と
長
足
で
あ
る
。

ら
は
多
く
出
土
す
る
が
、
越
墓
か
ら
は
一
般
に
短
足
の
豆
が
出
土
し
て
お
り
、

う
え
で
は
楚
系
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

　
⑧
に
い
う
鼎
足
（
図
4
－
2
）
も
楚
割
の
も
の
と
み
て
よ
い
が
、
運
河
村
墓
の
理
学
は
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
と
は
、
郭
徳
維
一
九
九
五
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図
3
）
。
た
だ
し
、

そ
の
一
方
で
氏
は
、
爾
・
罐
・
豆
・
孟
・
鉢
が
楚
に
限
ら
ず
幅
広
い
地
域
で
日
常
的
に
最
も
よ
く
使
わ

れ
る
土
器
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
楚
式
事
と
い
う
製
作
方
法
や
構
造
、
使
用
時
期
、

用
途
な
ど
、
様
々
な
点
で
他
文
化
の
扇
と
は
異
な
る
楚
文
化
に
特
徴
的
な
扇
の
存
在
こ
そ
が
、
こ
の
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

合
を
楚
墓
の
特
徴
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
が
、
九
女
激
墓
か
ら
も
楚
式
一
吊
が
出
土
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
う
に
、
楚
式
扇
は
春
秋
末
期
に
は
す
で
に
雨
雪
下
流
域
に
ま
で
伝
播
し
て
き
て
い
た
。
し
か
も
九
女

敏
六
号
墓
か
ら
は
楚
式
扇
だ
け
で
な
く
罐
や
豆
、
鉢
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
運
河
村
墓
の
楚
式

扇
や
そ
れ
を
中
心
と
し
た
酉
・
罐
・
豆
・
鉢
と
い
う
組
合
が
、
楚
か
ら
直
接
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
な
の

か
、
そ
れ
と
も
石
女
激
の
よ
う
な
中
継
地
か
ら
間
接
的
に
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
な
の
か
は
定
か
で
な
い
。

加
え
て
運
河
村
荘
出
土
の
罐
は
報
告
書
に
よ
れ
ば
准
安
の
股
周
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
罐
系
土
器
と
同
系

統
の
も
の
で
あ
り
、
楚
墓
に
典
型
的
な
組
合
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
各
構
成
要
素
が
す
べ
て
楚
系
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
方
で
は
同
墓
を
越
国
の
墓
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
、
そ
の
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
黒
陶
豆
は
高
さ
が
一
一
．
二
㎝
し
か
な
い
短
足
の
豆
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
河
馬
面
の
豆
の
よ
う
に
脚
部
が
細
長
く
盤
が
浅
い
豆
は
楚
墓
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
河
村
墓
の
豆
は
、
黒
陶
と
い
う
材
質
は
と
も
か
く
、
器
形
の

　
⑫

報
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告
書
は
そ
の
点
に
は
触
れ
ず
、
た
だ
同
墓
を
越
国
の
墓
と
す
る
論
者
の
意
見
と
し
て
、
高
荘
墓
の

洋
式
鼎
（
図
5
－
2
）
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
。
高
荘
墓
か
ら
出
土
し
た
鼎
は
三
種

類
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
細
長
く
外
反
し
た
越
式
鼎
の
脚
を
も
つ
一
・
且
式
鼎
（
図
5
－
1
・
3
）

に
比
べ
て
、
直
線
的
な
脚
を
も
つ
皿
式
鼎
は
楚
式
鼎
に
近
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
運
河
村
墓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
鼎
足
と
比
べ
れ
ば
明
ら
か
に
華
奢
で
あ
る
よ
う
に
、
越
年
鼎
の
要
素
も
な
お
保
持
し
て
い
る
。

一
方
、
た
と
え
ば
天
星
二
一
号
楚
墓
か
ら
出
土
し
た
鼎
足
は
、
運
河
村
墓
の
鼎
足
が
円
柱
体
で
前

後
中
央
に
稜
線
が
あ
る
の
に
対
し
、
内
側
が
平
ら
で
外
側
が
丸
か
っ
た
り
（
図
4
－
1
）
稜
線
が

六
本
あ
っ
た
り
（
図
4
－
3
）
と
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
高
等
墓
の
璽
千
千
よ
り
運
河
村
上
の
鼎

足
に
近
し
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
運
河
村
墓
の
鼎
足
は
簡
報
の
い
う
よ
う
に
楚
式

鼎
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
高
荘
墓
の
皿
式
鼎
に
似
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

　
⑨
に
い
う
原
始
姿
器
と
は
後
漢
に
出
現
す
る
「
成
熟
青
姿
」
の
前
段
階
に
あ
る
施
粕
陶
器
の
こ

と
で
あ
り
、
古
く
は
中
原
地
区
で
も
生
産
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
戦
国
時
代
に
は
越
地
で
し
か
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

産
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
高
度
な
製
作
技
術
に
加
え
て
紬
薬
に
よ
っ
て
ツ
ヤ
を
お

び
た
芸
術
性
の
高
さ
か
ら
、
日
用
器
と
し
て
の
み
な
ら
ず
礼
楽
器
と
し
て
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た

恥
越
地
で
こ
の
よ
う
に
原
始
姿
器
が
盛
行
し
た
背
景
に
は
硬
陶
の
発
展
が
不
可
欠
で
あ
咳
器

表
面
全
体
に
ス
タ
ン
プ
で
超
文
を
施
し
た
印
紋
硬
陶
も
ま
た
越
文
化
に
特
徴
的
な
器
物
で
あ
っ
た
。

印
紋
硬
陶
の
焼
成
に
は
＝
○
○
度
、
原
始
姿
器
に
は
＝
一
〇
〇
度
の
高
温
が
必
要
で
あ
り
、
両

者
を
一
緒
に
焼
い
て
い
た
窯
も
珍
し
く
は
な
い
の
だ
が
、
春
秋
戦
国
期
に
原
始
口
器
を
生
産
し
て

い
た
窯
は
現
在
明
ら
か
な
範
囲
で
は
杭
州
湾
附
近
と
限
定
的
で
、
官
営
に
よ
る
生
産
が
行
わ
れ
て
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⑯

い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
土
地
以
外
で
原
始
姿
器
や
印
紋
三
訂
が
出
土
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
越
と
の
何
ら
か
の
関
係
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
み
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
高
尊
話
で
は
全
部
で
三
七
点
確
認
さ
れ
た
土
器
の
う
ち
、
原
始
姿
器
が
八
点
、
印
画
硬
陶
は
一
〇
点

と
、
約
半
数
が
こ
う
し
た
越
文
化
に
特
徴
的
な
器
物
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
運
河
村
上
か
ら
は
原
始
甕
器
が
出
土
し
て
お
ら
ず
、
墨
描
硬
陶
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

全
部
で
二
三
点
ほ
ど
出
土
し
た
土
器
の
う
ち
の
わ
ず
か
二
点
の
み
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
く
ら
運
河
無
量
の
盗
掘
被
害
が
ひ
ど
い
と
は
い
っ

て
も
、
顕
著
な
差
異
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
そ
こ
に
、
高
荘
墓
が
造
営
さ
れ
て
か
ら
運
河
村
墓
が
造
営
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
上
安

の
情
勢
が
変
化
し
た
、
つ
ま
り
暴
露
が
越
に
か
わ
っ
て
楚
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
背
景
を
描
い
て
し
ま
う
の
も
、
無
理
の
な

い
こ
と
か
と
は
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
冒
頭
に
挙
げ
た
B
の
記
述
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
運
河
村
墓
が
造
営
さ
れ
た
と
さ
れ
る
時
期
に
越
は
楚
の
大
攻
勢
を
受
け
、
王
が
殺

害
さ
れ
る
事
態
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
官
営
に
も
な
っ
て
い
た
窯
業
が
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
く
、
実
際
に
原
始
姿
器
の
生
産
が
戦
国
後
期
に
は
一
旦
停
止
し
て
い
た
こ
と
が
王
屹
主
命
〇
一
〇
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

王
氏
に
よ
る
と
印
紋
硬
陶
の
場
合
は
戦
国
後
期
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
生
産
が
継
続
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
上
海
や
蘇
南
地
区
か
ら
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

幽
す
る
戦
国
後
期
墓
に
は
原
始
盗
器
だ
け
で
な
く
印
紋
硬
陶
も
副
葬
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
き
（
黄
宣
侃
ほ
か
一
九
八
一
）
、
か
わ
り
に
典
型
的
な

楚
墓
が
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
し
て
み
れ
ば
楚
が
越
を
併
呑
し
て
い
く
に
と
も
な
い
原
始
姿
器
や
七
紋
虫
魚
の
生
産
も
衰
退
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
運
河
村
墓
に
お
け
る
原
始
姿
器
の
不
在
や
印
紋
硬
陶
の
減
少
も
ま
さ
に
そ
う
し
た
状
況
に
符
合
し
て
い
る
だ

け
で
、
必
ず
し
も
楚
が
越
に
か
わ
っ
て
准
安
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
楚

が
越
を
滅
ぼ
し
つ
つ
あ
る
さ
な
か
に
お
い
て
も
な
お
支
配
者
層
の
墓
で
あ
る
運
河
村
童
に
露
地
で
し
か
生
産
さ
れ
な
い
印
紋
硬
陶
が
副
葬
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
当
時
ま
だ
潅
安
が
越
と
の
繋
が
り
を
絶
っ
て
い
な
か
っ
た
証
拠
と
し
て
、
積
極
的
に
評
価
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
本
節
で
は
運
河
村
墓
の
電
報
や
報
告
書
が
同
墓
に
み
ら
れ
る
細
砂
の
亡
霊
と
し
て
主
張
す
る
点
を
①
か
ら
⑨
に
纏
め
、
そ
れ
ぞ
れ
検

証
し
て
み
た
が
、
墓
の
構
造
や
埋
葬
方
法
に
か
ん
す
る
①
か
ら
⑤
の
指
摘
は
む
し
ろ
楚
墓
と
の
差
異
を
示
し
て
お
り
、
運
河
村
墓
は
構
造
の
面
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で
は
楚
墓
と
は
異
質
の
墓
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
⑥
か
ら
⑨
に
纏
め
た
副
葬
品
に
つ
い
て
は
、
鼎
足
の
変
化
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

確
か
に
高
荘
墓
よ
り
楚
の
影
響
力
が
強
ま
っ
て
い
る
観
は
あ
る
も
の
の
、
か
と
い
っ
て
涯
安
が
越
と
手
を
切
り
楚
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
①
か
ら
⑨
を
理
由
に
運
河
甘
薯
を
楚
国
の
墓
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
り
、
同
墓
の
性
格
に
つ
い
て
は
改
め
て
議
論
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
節
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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三
）
運
河
村
墓
の
性
格

　
運
河
村
墓
の
報
告
書
は
、
悲
運
に
は
楚
墓
の
特
徴
が
濃
厚
に
現
わ
れ
て
い
る
と
す
る
一
方
で
、
潅
安
に
隣
接
す
る
江
蘇
省
宿
遷
市
か
ら
出
土

し
た
流
陽
関
北
遺
趾
の
股
周
墓
（
照
臨
祥
ほ
か
一
九
八
八
、
中
国
考
古
学
会
編
一
九
八
九
）
や
准
安
治
下
の
露
胎
県
花
塘
鎮
黒
鉱
村
か
ら
出
土
し
た

春
秋
墓
（
涯
安
市
博
物
館
編
二
〇
コ
。
以
下
、
後
難
墓
）
、
そ
し
て
高
曇
墓
と
の
対
比
か
ら
、
運
河
村
墓
に
は
「
潅
夷
古
来
の
土
着
文
化
」
が
保

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
被
葬
者
は
楚
人
で
は
な
く
楚
国
属
下
の
濫
夷
貴
族
の
後
払
な
い
し
は
地
方
首
領
だ
と
判

断
し
て
い
る
の
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
同
墓
に
み
ら
れ
る
在
地
の
習
俗
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
点
を
箇
条
書
き
に
し
て
み
る
と
、

　
　
⑩
殉
狗
腰
坑
が
あ
る
。

　
　
⑪
頭
位
は
東
で
あ
る
。

　
　
⑫
墓
坑
内
の
北
側
に
棺
、
南
側
に
副
葬
品
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
　
⑬
人
間
が
殉
葬
さ
れ
て
い
る
。

　
　
⑭
墓
坑
の
南
西
角
に
ウ
シ
・
ヒ
ツ
ジ
・
ブ
タ
の
三
牲
が
殉
葬
さ
れ
て
い
る
。

と
な
る
。
万
尊
書
趾
は
⑩
⑬
に
、
華
野
墓
は
⑪
⑫
に
、
高
荘
墓
は
⑩
～
⑭
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
合
致
し
て
お
り
、
報
告
書
は
言
及
し
て
い
な
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
の
、
万
北
遺
趾
や
高
書
墓
、
運
河
村
墓
に
は
平
身
三
尊
と
い
う
共
通
点
も
み
い
だ
せ
る
。
高
荘
墓
と
運
河
村
墓
と
で
唯
一
明
確
に
異
な
る
の

は
、
高
荘
墓
か
ら
は
三
牲
の
う
ち
ウ
シ
の
骨
し
か
出
土
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
だ
け
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
身
分
差
に
よ
る
も
の
と
い
う
可
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能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
高
荘
墓
の
主
棺
に
は
人
骨
が
の
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
被
葬
者
の
頭

位
に
つ
い
て
も
正
確
に
は
不
明
な
の
だ
が
、
棺
榔
は
東
西
向
き
に
置
か
れ
て
お
り
、
高
荘
墓
の
報
告
書
は

墓
向
も
頭
位
も
東
向
き
だ
っ
た
と
み
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
運
河
村
墓
と
高
荘
墓
に
見
ら
れ
る
習
俗
に
は
大
き
な
違
い
が
な
く
、
そ
の
点
で
は
確
か
に

高
荘
墓
の
報
告
書
が
い
う
と
お
り
両
墓
は
「
同
一
の
文
化
性
質
」
を
も
つ
墓
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
副

葬
品
に
つ
い
て
は
前
節
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
運
河
村
雨
は
高
山
墓
に
比
べ
て
越
器
の
比
重
が
少
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
わ
り
に
楚
器
の
存
在
感
が
増
し
て
い
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
無
論
、
両
墓
が
盗
掘
さ
れ
て
い
る
以
上
、

そ
こ
か
ら
出
土
し
た
副
葬
品
の
多
寡
を
単
純
に
比
較
し
て
も
意
味
は
な
い
の
だ
が
、
王
厚
宇
一
九
九
一
に

よ
る
と
、
高
趣
墓
の
場
合
は
発
掘
当
時
の
状
況
や
盗
掘
坑
の
位
置
か
ら
し
て
、
墓
坑
南
部
に
置
い
て
あ
っ

た
青
銅
器
群
は
盗
掘
被
害
に
遭
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
青
銅
器
の
器
種
や
組
合
、
個
数
は
楚
墓
と
は
異
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

越
墓
に
通
じ
る
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
。
対
し
て
盗
掘
被
害
の
甚
大
だ
っ
た
運
河
村
墓
か
ら
は
そ
れ

で
も
な
お
楚
灘
南
や
漆
絵
木
雁
と
い
っ
た
楚
文
化
に
特
徴
的
な
器
物
が
出
土
し
て
お
り
、
鼎
足
の
変
化
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
し
て
み
て
も
、
確
か
に
副
葬
品
に
は
高
荘
墓
よ
り
楚
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
そ
の
一
方
で
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
運
河
村
墓
に
は
越
地
で
し
か
生
産
さ
れ
な
い
印
紋
硬

陶
も
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
同
墓
を
爪
草
の
墓
と
す
る
論
者
や
高
荘
墓
の
報
告
書
は
、
同
墓
出
土
の

黒
陶
杯
が
紹
興
潤
渚
鎮
の
戦
国
墓
（
翫
江
省
文
物
管
理
委
員
会
一
九
五
七
）
か
ら
出
土
し
た
同
類
器
に
類
似

す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
様
の
杯
は
紹
興
西
施
山
影
趾
（
劉
侃
二
〇
〇
九
）
か
ら
も
出
土

し
て
お
り
、
特
徴
的
な
把
手
の
形
態
は
同
じ
く
紹
興
か
ら
出
土
し
た
印
紋
硬
三
把
罐
と
も
よ
く
似
て
い
る

　
　
⑳（

図
6
）
。
し
て
み
れ
ば
、
印
紋
硬
陶
だ
け
で
な
く
黒
陶
杯
も
ま
た
運
河
村
墓
に
越
地
と
の
関
わ
り
が
あ
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つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
墓
が
事
事
墓
と
同
じ
習
俗
を
も
つ
墓
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
み
て
も
、
副
葬
品
に
楚
の
影
響
が
強

く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
も
っ
て
、
潅
安
が
越
に
か
わ
っ
て
楚
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。　

そ
も
そ
も
刊
溝
を
開
墾
し
た
呉
が
春
秋
末
期
に
越
に
滅
ぼ
さ
れ
て
以
降
、
細
魚
流
域
に
最
も
強
い
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
の
は
越
だ
っ
た
。
し

か
し
、
冒
頭
B
の
記
述
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
戦
国
中
期
に
な
る
と
越
は
楚
の
攻
勢
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
、
亭
亭
無
賃
の
死
に
よ
っ
て
諸
勢
力

に
分
裂
し
て
し
ま
う
。
高
荘
墓
が
造
営
さ
れ
て
か
ら
運
河
村
墓
が
で
き
る
ま
で
の
期
間
が
丁
度
こ
の
時
期
に
相
当
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

副
葬
品
の
差
異
は
ま
さ
に
強
勢
を
誇
っ
て
い
た
越
が
楚
に
併
呑
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
も
な
お

運
河
村
墓
に
印
紋
硬
陶
や
黒
陶
杯
と
い
っ
た
越
地
と
関
わ
り
の
あ
る
器
物
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
墓
造
営
当
時
の
潅
安
が
ま
だ
越
と

の
繋
が
り
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
以
上
の
議
論
を
纏
め
て
み
る
と
、
高
荘
墓
と
運
河
並
置
は
同
じ
習
俗
を
も
つ
貴
族
墓
で
あ
り
、
高
荘
墓
の
時
点
に
お
い
て
も
運
河
村
墓
の
時

点
に
お
い
て
も
、
准
安
を
直
接
統
治
し
て
い
た
の
は
、
楚
で
も
越
で
も
な
く
郵
亭
と
呼
ば
れ
る
在
地
の
人
々
だ
っ
た
。
両
墓
の
副
葬
品
に
は
差

異
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
運
河
村
墓
の
造
営
時
に
は
楚
に
よ
っ
て
越
が
滅
ぼ
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
同
墓
に
な
お
越
器
が
副
葬

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
冒
頭
C
の
記
述
か
ら
し
て
み
て
も
、
副
葬
品
だ
け
を
も
っ
て
当
時
の
亭
亭
が
越
に
か
わ
っ
て
楚
の
支
配
を
受
け
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
運
河
村
墓
の
性
格
は
あ
く
ま
で
事
象
に
伝
統
的
な
墓
葬
の
範
囲
内
に
留
ま
っ
て

お
り
、
当
時
の
准
安
が
す
で
に
楚
に
帰
属
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
別
の
状
態
に
あ
っ
た
の
か
は
、
よ
り
広
い
地
域
・
時
代
の
史
料
も

交
え
な
が
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
章
で
は
ま
ず
運
河
村
墓
以
降
に
准
安
の
戦
国
墓
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
追
い
、
そ

れ
を
江
東
の
情
勢
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
河
村
墓
が
造
営
さ
れ
た
戦
国
中
後
期
の
境
に
准
安
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
を

考
察
し
て
み
た
い
。

　
①
白
露
泥
は
色
味
に
よ
っ
て
青
膏
泥
や
青
嵐
泥
と
も
い
う
が
、
本
稿
で
は
三
者
が
　
　
本
質
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
べ
く
、
簡
報
や
報
告
書
に
青
膏

86　（37e）



韓信故里からみた楚の東漸（太田）

　
泥
な
い
し
青
灰
泥
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、
便
宜
的
に
白
装
泥
と
記
す
。

②
加
え
て
高
荘
墓
は
盗
掘
被
害
こ
そ
ひ
ど
く
な
い
も
の
の
明
清
時
代
に
起
き
た
黄

　
河
奪
濫
の
被
害
を
受
け
て
お
り
、
発
掘
時
に
は
墓
坑
の
上
に
厚
さ
三
〇
㎝
の
粉
砂

　
質
耕
土
層
が
堆
積
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
開
口
部
も
黄
褐
色
の
砂
質
粘
土
層
の

　
な
か
に
す
で
に
開
い
て
お
り
、
墓
坑
内
に
は
黄
褐
色
の
鉱
石
を
含
む
砂
質
粘
土
が

　
つ
ま
っ
て
い
た
と
い
う
（
准
陰
市
博
物
館
一
九
八
八
）
。
そ
の
た
め
同
墓
に
は
最

　
初
か
ら
封
土
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
黄
河
の
氾
濫
で
封
土
が
湊
わ
れ
て
し
ま

　
つ
た
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
墓
坑
北
西
角
に
位
置
す
る
北
西

　
高
・
東
南
低
に
傾
斜
し
た
土
台
を
画
道
と
み
る
論
者
も
い
る
よ
う
に
（
劉
和
恵
一

　
九
九
五
・
田
正
紺
二
〇
〇
九
）
、
高
螢
手
に
造
営
当
初
か
ら
封
土
や
悪
道
が
な
か

　
つ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

③
　
高
荘
家
に
は
徐
器
が
少
な
か
ら
ず
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
報
告
書
は
被
葬
者
を
徐

　
入
と
み
て
い
る
。
た
だ
し
噸
春
秋
経
㎏
昭
公
三
〇
年
に
よ
れ
ば
徐
は
前
山
＝
一
年

　
に
呉
に
滅
ぼ
さ
れ
て
お
り
、
高
荘
墓
が
准
安
に
流
れ
つ
い
た
徐
の
遺
民
の
墓
な
の

　
か
、
そ
れ
と
も
楚
・
越
の
文
化
と
と
も
に
徐
文
化
を
摂
取
し
た
土
着
民
の
墓
な
の

　
か
は
判
断
が
難
し
い
。
王
厚
宇
一
九
九
一
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
し
て
も
准
夷
人

　
で
あ
る
と
し
て
、
徐
人
と
断
定
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
。

④
越
墓
の
な
か
に
も
傾
斜
し
た
墓
道
を
も
つ
も
の
は
あ
る
が
、
土
敬
墓
の
名
残
か

　
墓
坑
が
浅
い
た
め
、
農
道
の
勾
配
も
楚
墓
に
比
べ
て
緩
や
か
で
あ
る
。

⑤
楚
墓
と
白
膏
泥
の
関
係
に
つ
い
て
は
問
瀬
収
芳
｝
九
八
四
を
参
照
。

⑥
　
漸
江
出
土
の
も
の
で
は
印
山
越
愚
頑
の
ほ
か
戦
国
前
期
後
段
に
比
定
さ
れ
る
漸

　
江
省
湖
州
布
の
長
骨
鼻
子
山
｝
号
墓
や
安
吉
龍
山
～
四
｝
号
敏
～
号
墓
（
漸
江
省

　
文
物
考
古
研
究
所
三
二
〇
〇
九
）
な
ど
に
も
白
膏
泥
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
山
東

　
出
土
の
も
の
は
劉
延
常
ほ
か
二
〇
〇
七
を
参
照
。

⑦
大
型
楚
墓
で
も
天
星
観
一
号
楚
墓
の
よ
う
に
南
を
向
い
て
い
る
も
の
は
あ
る
が
、

　
大
多
数
は
東
向
き
で
あ
り
、
申
・
小
型
墓
の
場
合
は
江
陵
で
は
南
向
き
、
長
沙
で

　
は
東
向
き
や
北
向
き
が
多
い
（
郭
門
並
［
九
九
五
、
画
論
二
〇
〇
六
）
。

⑧
越
墓
の
な
か
に
は
直
方
体
の
榔
を
も
つ
も
の
も
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
墓
坑
外

　
部
の
左
側
に
は
必
ず
副
葬
品
を
収
め
る
た
め
の
副
葬
坑
が
設
け
ら
れ
て
お
り
（
陳

　
元
甫
一
　
○
〇
九
）
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
運
河
村
墓
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

⑨
同
様
に
鳥
を
模
し
た
彩
色
の
漆
器
と
し
て
は
、
湖
北
省
随
州
市
か
ら
出
土
し
た

　
曾
侯
乙
墓
（
湖
北
省
博
物
館
編
一
九
八
九
）
の
鴛
鴛
盒
や
江
豊
津
台
山
楚
墓
（
湖

　
北
省
荊
州
地
区
博
物
館
一
九
八
四
）
の
鴛
福
豆
な
ど
が
あ
る
。

⑩
楚
露
華
に
つ
い
て
は
蘇
乗
碕
　
九
八
二
、
楊
権
喜
一
九
八
七
・
二
〇
〇
一
、
郭

　
徳
維
一
九
九
五
を
参
照
。

⑪
楚
式
扇
は
山
東
省
の
戦
国
墓
か
ら
も
出
土
す
る
（
劉
延
常
ほ
か
二
〇
〇
七
）
。

　
漫
事
墓
の
場
合
は
盗
掘
に
よ
り
土
器
が
荒
ら
さ
れ
た
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
陶
蕩

　
が
も
と
か
ら
副
葬
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
盗
掘
に
よ
り
姿
を
消
し

　
て
し
ま
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
同
じ
煮
沸
器
と
し
て
は
上
部
が
甑
、

　
下
部
が
高
に
分
か
れ
る
青
銅
製
の
顛
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
高
部
分
は
楚
式
爾

　
の
形
態
を
し
て
い
た
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
高
荘
墓
の
瓢
は
群
系
の
も
の
だ
が
、
蕩

　
部
分
の
口
琴
に
は
呉
系
の
顧
の
特
徴
で
あ
る
注
ぎ
口
が
あ
り
、
楚
系
の
顧
に
呉
越

　
の
文
化
要
素
が
と
り
い
れ
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

⑫
鳳
鳳
山
亭
は
第
二
章
第
一
節
で
述
べ
る
よ
う
に
楚
文
化
の
要
素
を
多
分
に
も
つ

　
墓
で
も
あ
る
。

⑬
高
命
墓
工
・
∬
式
鼎
の
蓋
に
は
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
た
三
つ
の
獣
型
紐
と
中
央

　
紐
が
あ
り
、
間
瀬
一
九
八
六
に
よ
る
と
こ
れ
は
戦
国
楚
鼎
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、

　
鄭
小
粋
二
〇
〇
七
に
よ
れ
ば
原
始
甕
器
の
越
式
鼎
に
は
同
様
の
鼎
蓋
が
確
認
で
き

　
る
も
の
の
、
青
鋼
製
の
も
の
で
は
高
堂
墓
の
も
の
以
外
に
出
土
例
が
な
い
と
い
う
。

　
し
た
が
っ
て
皿
式
鼎
だ
け
で
な
く
一
・
H
式
鼎
も
ま
た
楚
前
軍
と
論
式
鼎
の
中
間

　
に
位
置
す
る
鼎
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

⑭
原
始
盗
器
に
つ
い
て
は
関
口
一
九
八
五
、
揚
楠
二
〇
〇
〇
、
孟
国
平
二
〇
〇
九
、

　
王
后
峰
二
〇
　
O
を
参
照
。
な
お
原
始
甕
器
は
原
始
夏
向
や
青
姿
、
紬
陶
、
灰
紬

　
な
ど
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
で
は
運
河
村
童
の
報
告
書
に
し
た
が
い
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原
始
甕
器
と
称
す
る
。

⑮
春
秋
戦
国
時
代
の
越
墓
は
貴
族
墓
で
あ
っ
て
も
伝
統
的
に
青
銅
礼
器
は
副
葬
し

　
な
い
傾
向
に
あ
り
、
か
わ
り
に
原
始
盗
や
硬
陶
の
倣
巡
礼
器
が
副
葬
さ
れ
た
（
陳

　
元
甫
二
〇
〇
九
）
。

⑯
　
董
楚
平
一
九
九
〇
は
紹
興
富
盛
戦
国
窯
趾
や
富
江
雀
杭
州
市
の
薪
山
進
化
区
古

　
代
窯
鮭
を
越
の
窟
営
工
場
と
み
て
、
そ
れ
ら
に
戦
国
後
期
の
遺
物
が
な
い
の
は
楚

　
の
侵
攻
と
破
壊
に
よ
っ
て
突
然
に
生
揚
が
中
断
さ
れ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
た
だ
し

　
王
屹
峰
二
〇
一
〇
に
よ
れ
ば
写
声
江
以
南
に
位
置
す
る
こ
れ
ら
の
窯
趾
に
は
そ
も

　
そ
も
戦
国
初
期
ま
で
し
か
使
わ
れ
て
い
た
形
跡
が
な
く
、
そ
れ
以
降
に
使
わ
れ
て

　
い
た
窯
趾
は
も
っ
ぱ
ら
銭
塘
江
以
北
の
湖
州
市
附
近
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
。

　
第
二
登
第
一
節
で
述
べ
る
よ
う
に
越
は
前
三
七
九
年
に
会
稽
か
ら
呉
へ
と
遷
都
し

　
て
い
る
た
め
、
富
盛
や
蒲
山
の
窯
玩
は
も
し
か
す
る
と
遷
都
に
と
も
な
い
廃
棄
さ

　
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
楚
の
侵
攻
と
は
無
関
係
だ
ろ
う
。

⑰
原
始
弾
器
や
三
紋
硬
陶
の
出
土
地
は
比
較
的
広
範
囲
に
広
が
っ
て
お
り
、
越
地

　
以
外
で
も
江
蘇
省
や
安
徽
省
、
河
南
省
、
は
て
は
湖
北
省
の
那
東
地
区
か
ら
出
土

　
す
る
こ
と
も
あ
る
（
楊
楠
二
〇
〇
〇
、
丁
無
二
〇
～
○
）
。
ま
た
、
春
秋
時
代
の

　
も
の
は
呉
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。

⑱
　
涯
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
の
八
一
頁
に
掲
載
さ
れ
た
表
一
「
運
河
村
戦
国
墓

　
出
土
器
物
登
記
表
」
に
は
印
紋
硬
陶
が
一
つ
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
わ
り
に
～

　
点
し
か
出
土
し
て
い
な
い
は
ず
の
灰
陶
鉢
が
三
点
も
記
さ
れ
て
い
る
。
運
河
村
墓

　
か
ら
出
土
し
た
印
紋
硬
陶
は
い
ず
れ
も
鉢
で
あ
り
、
同
表
の
「
寸
法
」
と
門
保
存

　
現
状
」
か
ら
察
す
る
に
、
門
灰
陶
鉢
」
と
寵
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
上
か
ら
一
点
痘

　
と
三
点
目
は
印
紋
硬
陶
の
鉢
だ
ろ
う
。

⑲
第
二
章
注
⑬
に
実
例
を
挙
げ
る
よ
う
に
原
始
盗
器
の
生
塵
は
戦
国
末
期
に
は
新

　
た
な
形
で
再
開
さ
れ
た
が
、
印
紋
硬
陶
の
生
産
は
こ
の
ま
ま
衰
退
し
て
い
っ
た
よ

　
う
で
、
牟
永
抗
一
九
八
一
に
よ
る
と
漢
代
に
は
漸
漸
省
で
も
衰
退
し
て
い
た
と
い

　
、
つ
。

⑳
　
こ
う
し
た
視
点
は
江
東
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
素
適
凡
一
九
八
七

　
は
楚
の
越
地
進
出
に
と
も
な
う
楚
文
化
の
流
入
が
各
地
に
お
い
て
印
紋
硬
目
衰
退

　
の
一
因
と
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

⑳
　
華
塘
墓
で
も
仰
身
直
直
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
否
か
は
、
同
士
の
情
報
を
載
せ

　
る
濫
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
が
雷
及
し
て
い
な
い
た
め
、
わ
か
ら
な
い
。

⑳
　
商
荘
墓
に
は
副
葬
さ
れ
て
い
た
徐
器
は
運
河
村
墓
か
ら
は
繊
土
し
て
い
な
い
が
、

　
徐
が
春
秋
宋
期
に
滅
亡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
両
墓
の
時
代
差
に

　
よ
る
も
の
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

⑬
　
王
氏
は
こ
の
青
銅
器
群
の
な
か
に
は
申
原
地
区
に
流
行
し
て
い
た
豆
・
壼
や
楚

　
文
化
圏
で
流
行
し
て
い
た
蟹
・
敦
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
副
葬
品
の
組
合
に
規
律

　
が
な
さ
そ
う
な
点
、
多
く
が
実
用
品
で
あ
る
点
、
賑
の
個
数
が
楚
墓
の
よ
う
に
偶

　
数
で
は
な
く
奇
数
で
あ
る
点
な
ど
が
越
墓
と
同
じ
だ
と
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
高
荘
墓
の
報
告
書
は
、
運
河
村
酒
嵐
土
の
印
紋
硬
陶
は
五
点
あ
り
、
高
荘
墓
と

　
同
様
に
副
葬
品
に
は
越
器
が
多
か
っ
た
と
主
張
す
る
が
、
細
紋
硬
陶
と
し
て
掲
載

　
し
て
い
る
写
真
は
実
際
に
は
紅
陶
罐
の
も
の
で
あ
り
（
同
報
告
書
八
八
～
八
九

　
頁
）
、
紅
陶
を
間
違
え
て
印
紋
硬
陶
に
数
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

㊧
　
図
6
掲
載
の
写
真
に
は
写
り
こ
ん
で
い
な
い
が
、
い
ず
れ
の
杯
に
も
把
罐
と
同

　
じ
～
二
つ
の
乳
輪
が
あ
る
。
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二
　
墓
葬
の
変
遷
か
ら
み
た
楚
の
支
配
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運
河
村
墓
が
高
荘
墓
と
習
俗
を
同
じ
く
す
る
、
楚
墓
と
は
異
質
な
墓
で
あ
る
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
戦
国
後
期
に
な
る
と
准

安
に
も
楚
墓
と
同
じ
習
俗
や
構
造
を
も
つ
墓
が
出
現
し
は
じ
め
る
。
高
荘
墓
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
同
坐
の
近
辺
か
ら
は
戦
国
後
期
の
典
型
的

な
楚
式
法
礼
器
の
副
葬
さ
れ
た
竪
穴
土
坑
木
塾
則
が
出
土
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
墓
は
副
葬
品
だ
け
で
な
く
構
造
も
楚
墓
に
通
ず
る
点
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

っ
て
お
り
、
楚
墓
の
よ
う
に
傾
斜
し
た
墓
道
や
高
大
な
封
土
、
そ
し
て
階
段
状
の
墓
壁
を
備
え
て
い
た
。
階
段
状
の
玉
里
は
図
2
－
1
に
も
あ

る
よ
う
に
大
・
中
型
楚
墓
の
特
徴
で
あ
り
、
運
河
村
墓
の
報
告
書
に
よ
る
と
肝
胎
県
黄
花
濡
物
徐
徽
か
ら
出
土
し
た
戦
国
後
期
墓
（
以
下
、
徐

激
墓
）
の
墓
壁
も
ま
た
階
段
状
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
報
告
書
は
徐
敬
呈
を
戦
国
後
期
に
比
定
さ
れ
る
典
型
的
な
楚
定
木
榔
墓
で
あ
る
と
し
、

響
町
の
上
に
竹
薦
が
敷
か
れ
て
い
た
こ
と
や
木
棺
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
が
、
三
蓋
を
竹
薦
で
覆
う
の
が
築
上
の
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
前
章
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
人
問
に
か
わ
っ
て
木
桶
や
玉
桶
と
い
っ
た
人
形
が
副
葬
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
中
期
以
降
の
楚
墓
に
み
ら
れ
る
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
墓
葬
は
盗
掘
被
害
が
ひ
ど
い
た
め
簡
要
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
も
そ
も
准
安
出
土
の
戦
国
後
期
墓
で
こ
れ
ま
で
に
簡
報
な

い
し
報
告
書
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
は
管
見
の
限
り
金
湖
面
の
駆
血
村
戦
国
西
漢
墓
（
涯
安
市
博
物
館
ほ
か
二
〇
一
～
。
以
下
、
鼻
梁
村
墓
）
の
み

で
あ
る
。
暮
雨
村
墓
は
一
八
基
の
小
型
墓
か
ら
な
る
墓
群
で
あ
り
、
副
葬
晶
か
ら
一
二
一
・
一
四
号
墓
は
戦
国
末
期
、
一
八
号
墓
は
前
漢
中
期
、

の
こ
り
の
一
四
基
は
戦
国
末
期
か
ら
前
漢
初
期
に
比
定
さ
れ
る
が
、
規
模
が
小
さ
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
階
段
状
の
豊
幌
や
人
形
の
副
葬
と
い
っ

た
大
・
中
型
楚
墓
の
特
徴
は
も
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
越
器
は
い
っ
さ
い
出
土
し
て
お
ら
ず
、
盗
掘
や
破
壊
の
痕
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
、
越
鳥

は
も
と
か
ら
副
葬
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
下
葬
年
代
が
秦
漢
時
代
ま
で
下
ら
な
い
一
・
二
・
一
四
号
墓
に
は
、
楚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

系
の
鼎
・
豆
・
杯
・
壺
に
加
え
て
戦
国
後
期
楚
墓
に
特
徴
的
な
盒
や
錺
が
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
形
態
や
組
合
は
江
東
か
ら
出
土
す
る

戦
国
後
期
楚
墓
の
副
葬
品
に
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
だ
っ
た
。
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江
東
は
嬉
々
に
比
べ
れ
ば
文
献
資
料
が
や
や
多
く
、
楚
の
支
配
に
よ
っ
て
墓
葬
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
か
を
あ
る
程
度
は
把
握
し

や
す
い
地
域
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
越
の
滅
亡
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
楚
の
江
東
支
配
が
戦
国
後
期
に
な
っ
て
か
ら
開
始
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
に
は
異
論
が
な
く
、
実
際
に
江
東
か
ら
は
戦
国
後
期
に
比
定
さ
れ
る
典
型
的
な
楚
墓
も
出
土
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
副
葬
品
に
は

二
二
豆
・
杯
・
盒
・
銃
な
い
し
壺
と
い
っ
た
組
合
が
よ
く
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
徐
梁
村
墓
で
も
一
号
墓
に
は
陶
鼎
・
豆
・
杯
・
盒
・
壺
、
二
号

墓
に
は
重
症
・
豆
・
杯
・
盒
・
錺
、
一
四
号
墓
に
は
無
妻
・
豆
・
盒
・
壺
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
戦
国
後
期
に
お
け
る
江
東
と
仁
安
の

墓
葬
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
江
東
か
ら
は
、
運
河
村
墓
の
よ
う
に
在
地
の
文
化
と
外
来
の
楚
文
化
と
が
混
在
し
た
墓
も
出
土
し
て
い
る
。
運
河
村
荘
の
場
合
は
潅

夷
、
江
東
の
場
合
は
越
の
文
化
が
在
地
の
文
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
い
ま
仮
に
こ
う
し
た
在
地
の
文
化
と
楚
文
化
の
双
方
の
要
素
を
も
つ

墓
を
混
在
型
墓
と
呼
ん
で
お
く
と
、
江
東
で
も
そ
れ
を
楚
の
支
配
が
開
始
さ
れ
た
後
の
墓
と
み
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
前
の
墓
と
み
る
か
で
意

見
が
分
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
江
東
は
範
囲
が
広
い
こ
と
も
あ
っ
て
准
安
た
だ
一
都
市
よ
り
は
考
古
資
料
も
多
く
、
混
在
型
墓
の
位
置
づ
け
、

す
な
わ
ち
越
が
楚
に
敗
れ
、
楚
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
造
営
さ
れ
た
墓
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
前
か
ら
す
で
に
つ
く
ら

れ
て
い
た
墓
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
潅
安
よ
り
は
確
か
な
議
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
涯
安
は
刊
溝
や
海
路
で
江
東
と
結
ば
れ
て
お
り
、
運
河
村
墓
が
越
墓
と
よ
く
似
た
構
造
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、
江
東
と
は
古

く
か
ら
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
戦
国
後
期
に
は
双
方
か
ら
よ
く
似
た
楚
墓
が
出
現
し
は
じ
め
る
よ
う
に
、
楚
の
支
配
に
よ
っ
て

生
じ
た
変
化
に
も
通
じ
る
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
ま
ず
江
東
出
土
の
戦
国
墓
か
ら
楚
の
支
配
が
ど
の
よ
う
に
窺
え
る
の
か

を
論
じ
、
そ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
運
河
村
墓
の
造
営
当
時
に
准
安
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
、
楚
が
ど
の
よ
う
に
し
て
潅
安
に

進
出
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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（【

j
楚
の
江
東
支
配
と
墓
葬
の
変
化

　
冒
頭
に
挙
げ
た
B
の
記
述
は
、
楚
の
大
攻
勢
に
よ
り
下
墨
無
量
が
殺
害
さ
れ
る
と
越
は
諸
勢
力
に
分
散
し
て
楚
に
服
属
し
た
と
述
べ
る
が
、

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
は
、

　
D
（
二
十
五
年
）
王
鶉
遂
に
荊
江
南
の
地
を
定
め
、
越
君
を
降
し
、
會
稽
郡
を
置
く
。

と
あ
る
よ
う
に
、
始
皇
帝
に
よ
る
統
一
直
前
ま
で
越
君
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
越
の
滅
亡
に
つ
い
て
は
諸
説
が

唱
え
ら
れ
て
お
り
、
無
彊
の
死
を
も
っ
て
越
は
滅
亡
し
た
と
す
る
者
も
い
れ
ば
、
そ
の
後
も
越
は
独
立
勢
力
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
て
い
た
と

す
る
者
も
い
る
。

　
太
田
二
〇
＝
一
で
は
こ
う
し
た
｝
見
矛
盾
し
あ
う
か
の
よ
う
な
文
献
の
記
述
を
整
理
し
、
越
は
確
か
に
無
知
の
死
に
よ
り
正
統
な
王
統
を
途

絶
え
さ
せ
る
も
の
の
、
そ
の
後
も
な
お
諸
勢
力
に
分
散
し
な
が
ら
江
東
に
残
存
し
つ
づ
け
て
お
り
、
楚
の
江
東
進
出
は
春
望
君
が
呉
に
封
じ
ら

れ
た
前
二
四
八
年
以
降
に
よ
う
や
く
本
格
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
論
拠
の
一
つ
が
、
『
続
漢
書
』
郡
国
志
四
の
呉
郡
安
富
の
条
に
附

さ
れ
た
劉
昭
注
に
、

　
越
絶
に
曰
く
、
西
雰
家
有
り
。
越
王
孫
開
の
立
つ
る
所
な
り
。
以
て
春
申
君
に
備
え
、
其
の
子
を
し
て
之
を
守
ら
し
む
。
子
死
し
て
遂
に
城
中
に
葬
ら
る
、

　
と
。

と
あ
る
『
雲
霧
書
晦
の
侠
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
春
申
君
が
呉
に
進
出
し
た
際
に
も
な
お
そ
れ
を
警
戒
す
る
越
が
い
た
の
で
あ
り
、
無
記

の
死
後
に
諸
勢
力
に
分
裂
し
た
越
は
、
あ
る
も
の
は
B
に
い
う
よ
う
に
楚
に
服
属
し
た
け
れ
ど
も
、
一
方
で
は
そ
れ
を
よ
し
と
し
な
い
勢
力
も

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
に
も
『
越
絶
書
』
越
絶
外
伝
記
黒
地
伝
に
は
春
賢
君
に
よ
る
呉
地
開
発
を
伝
え
る
記
述
が
数
多
く
の
こ
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
無
論
の
こ
と
『
越
絶
書
』
の
記
述
に
は
『
史
記
』
と
矛
盾
す
る
点
も
多
く
、
な
か
に
は
伝
説
と
し
か
い
え
な
い
も
の
も
あ

る
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
春
申
霜
は
『
史
記
』
貨
殖
列
伝
で
も
呉
を
栄
え
さ
せ
た
人
物
と
し
て
春
秋
・
漢
代
そ
れ
ぞ
れ
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の
仁
王
で
あ
る
闘
鷹
や
劉
溝
と
肩
を
並
べ
て
お
り
、
た
と
え
『
越
三
皇
』
の
伝
え
る
彼
の
意
地
開
発
が
伝
説
を
多
分
に
含
む
も
の
だ
っ
た
と
し

て
も
、
こ
の
場
合
は
そ
う
し
た
伝
説
化
が
か
え
っ
て
春
暴
君
が
呉
に
も
た
ら
し
た
影
響
が
い
か
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
物
語
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

　
『
史
記
』
に
よ
る
と
春
申
君
は
前
二
六
二
年
に
義
烈
王
が
即
位
す
る
と
同
時
に
楚
の
宰
網
と
な
り
、
前
置
～
二
八
年
に
魚
串
王
が
死
去
す
る
と

同
時
に
殺
害
さ
れ
る
。
楚
は
前
二
四
一
年
に
現
在
の
安
徽
省
寿
県
に
あ
っ
た
寿
春
に
遷
都
す
る
が
、
寿
県
に
隣
接
す
る
安
徽
省
長
豊
県
か
ら
は

戦
国
後
期
に
比
定
さ
れ
る
南
島
が
数
多
く
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
墓
道
に
あ
た
か
も
衛
士
が
い
た
か
の
よ
う
に
青
銅
文
や
漆
盾
が
並

ん
で
い
る
も
の
が
あ
っ
た
（
安
徽
省
文
物
工
作
隊
一
九
十
二
、
安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
一
九
九
四
）
。
江
蘇
省
蘇
州
市
か
ら
出
土
し
た
真
山
東
周
墓

の
一
号
徴
一
号
墓
（
蘇
州
博
物
館
一
九
九
九
。
以
下
、
真
山
墓
）
の
墓
道
に
も
同
様
に
青
銅
父
が
並
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
が
、
蘇
州
は
す
な
わ
ち
春
申

君
が
封
じ
ら
れ
た
呉
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
戦
国
後
期
に
お
け
る
楚
の
中
心
地
と
同
じ
珍
し
い
習
俗
を
も
っ
た
墓
が
出
土
し
た
こ
と
、
加
え
て
そ

こ
に
宰
相
印
と
思
し
き
銅
印
も
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
真
山
墓
は
春
申
君
の
墓
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
同
墓
が
本
当
に
彼
の
墓
な
の
か
は
さ
て
お
き
、
江
東
か
ら
は
こ
の
他
に
も
楚
墓
と
同
じ
構
造
や
副
葬
品
を
も
つ
墓
が
出
土
し
て
お
り
、
と
り

わ
け
漸
江
省
湖
州
市
か
ら
出
土
し
た
安
吉
五
福
楚
墓
は
典
型
的
な
虚
器
で
あ
る
（
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
二
〇
〇
七
）
。
し
か
も
五
福
船
墓

に
は
「
史
信
」
と
い
う
印
の
捺
さ
れ
た
陶
片
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
簡
報
は
こ
れ
を
「
楚
が
越
を
滅
ぼ
し
た
後
に
派
遣
し
た
、
ま
だ

呉
越
文
化
に
同
化
し
て
い
な
い
」
楚
の
官
吏
の
墓
と
み
て
い
る
の
だ
が
、
安
吉
か
ら
は
実
際
に
同
量
の
被
葬
者
も
勤
め
て
い
た
と
思
し
き
古
城

趾
も
出
土
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
寿
春
で
鋳
造
さ
れ
た
も
の
と
よ
く
似
た
楚
の
金
貨
も
発
見
さ
れ
た
（
董
楚
平
一
九
九
〇
、
程
亦
勝
一
九
九
五
）
。

当
地
が
太
湖
の
東
岸
や
杭
州
湾
へ
と
抜
け
る
要
所
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、
安
吉
が
楚
の
江
東
支
配
に
お
け
る
重
要
な
拠
点

の
　
つ
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
江
東
か
ら
は
こ
う
し
た
真
山
墓
や
五
福
楚
墓
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
楚
墓
が
出
土
す
る
一
方
、
前
章
第
一
節
で
挙
げ
た
鳳
風
山
墓
の
よ
う
に
、

楚
越
双
方
の
文
化
要
素
を
も
つ
混
在
型
墓
も
出
土
し
て
い
る
。
鳳
仁
山
に
は
三
基
の
戦
国
墓
が
あ
り
、
一
九
七
五
年
に
発
掘
さ
れ
た
一
・
二
号
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墓
の
簡
報
は
そ
の
下
帯
年
代
を
戦
国
期
と
の
み
報
じ
た
が
（
紹
碧
羅
文
物
管
理
委
員
会
一
九
七
六
）
、
越
の
滅
亡
を
前
四
世
紀
宋
と
考
え
る
高
至
喜

｝
九
九
〇
は
、
同
墓
を
楚
が
越
を
滅
ぼ
し
た
直
後
に
造
営
さ
れ
た
楚
墓
と
み
て
、
戦
国
後
期
初
頭
に
比
定
し
た
。
そ
の
一
方
で
劉
和
恵
一
九
九

五
は
、
同
墓
が
楚
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
も
、
副
葬
品
の
分
析
か
ら
同
墓
は
戦
国
前
期
後
段
な
い
し
は
末
ご
ろ

の
越
墓
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
一
九
九
七
年
に
三
号
墓
が
発
掘
さ
れ
る
と
、
簡
要
は
こ
れ
を
戦
国
中
期
前
後
の
墓
と
し
（
紹
興
県
文
物

保
護
管
理
暫
δ
〇
二
）
、
田
正
中
二
〇
〇
九
も
ま
た
副
葬
品
の
分
析
か
ら
一
・
二
・
三
号
墓
を
纏
め
て
戦
国
中
期
後
段
の
越
墓
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
鳳
風
山
墓
に
は
楚
墓
説
と
越
暴
説
の
双
方
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
前
者
を
主
張
す
る
算
氏
は
、
江
東
で
は
下
賜
の
よ
う

な
混
在
型
墓
か
ら
越
文
化
の
影
響
が
消
失
し
た
結
果
、
楚
文
化
の
要
素
し
か
も
た
な
い
墓
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
両
者

を
継
承
関
係
に
据
え
て
い
る
。
し
か
し
客
畳
楚
墓
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
戦
国
後
期
に
江
東
で
造
営
さ
れ
た
典
型
的
な
楚
墓
は
、
楚
の
江
東
支
配

が
開
始
す
る
に
と
も
な
い
移
住
し
て
き
た
黒
人
に
よ
っ
て
、
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
両
者
は
継
承
関
係
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
異
風
山
一
・
二
号
墓
の
棺
が
前
章
第
一
節
で
紹
介
し
た
独
木
棺
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、
こ
れ
を
楚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

墓
と
す
る
高
氏
の
説
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

　
そ
も
そ
も
D
の
記
述
に
よ
る
と
、
秦
は
前
二
二
二
年
に
「
荊
江
南
地
」
を
平
定
し
、
越
君
を
降
す
と
会
稽
郡
を
設
置
す
る
が
、
「
荊
江
南
地
」

の
平
定
と
会
稽
郡
の
設
置
と
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
荊
江
南
地
」
と
は
ま
さ
に
江
東
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ

⑥る
。
そ
し
て
江
東
平
定
後
に
越
君
が
降
伏
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
江
東
に
は
秦
の
統
一
直
前
ま
で
楚
に
同
化
す
る
こ
と
な
く
越
と
し
て
存

在
し
つ
づ
け
て
い
た
勢
力
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
楚
に
服
属
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
独
立
し
た
状
態
に
あ
っ
た
の
か
ま
で

は
不
明
だ
が
、
実
際
に
銭
塘
江
以
南
で
は
楚
が
江
東
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
戦
国
後
期
以
降
に
も
な
お
楚
墓
で
は
な
く
越
墓
が
造
営
さ
れ

　
　
　
　
　
⑦

つ
づ
け
て
お
り
、
江
東
に
進
出
し
た
楚
が
「
泣
く
故
奥
地
の
書
案
に
至
る
ま
で
を
取
」
つ
た
と
B
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

楚
の
江
東
支
配
は
銭
塘
江
以
北
ま
で
に
し
か
及
ん
で
お
ら
ず
、
そ
れ
以
南
は
依
然
と
し
て
越
の
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
は
い
ず
れ
も

江
東
に
お
け
る
地
域
差
を
考
慮
せ
ず
、
す
べ
て
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
図
1
に
明
ら
か
な
よ
う
に
現
在
ま
で
に
江
東
か
ら
発
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見
さ
れ
て
い
る
典
型
的
な
楚
墓
が
銭
函
江
以
北
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、
銭
塘
江
以
南
と
以
北
と
で
状
況
を
分
け
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
そ
し
て
鳳
風
山
墓
の
出
土
し
た
紹
興
は
ま
さ
に
こ
の
銭
塘
江
以
南
に
位
置
し
て
お
り
、
副
葬
品
も
銭
塘
江
以
南
か
ら
出
土
す
る
子
下
と
の
間

に
継
承
関
係
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
紹
興
は
越
南
騎
が
前
三
七
九
年
に
呉
に
遷
都
す
る
ま
で
越
の
都
だ
っ
た
会
稽
の
あ
っ
た
地

　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
あ
り
、
鳳
鳳
山
三
号
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
玉
矛
に
は
「
不
光
」
と
い
う
越
王
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
曹
錦
炎
一
九
九
五
に
よ
れ
ば
「
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

光
」
と
い
う
の
は
こ
の
遷
都
を
行
っ
た
騎
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
治
世
は
前
四
＝
年
か
ら
前
三
七
六
年
ま
で
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
三
号
墓
の
下
底
年
代
は
戦
国
前
期
末
か
ら
中
期
前
半
が
上
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
丁
度
そ
の
戦
国
前
期
か
ら
覇
道
に
か

け
て
の
墓
と
さ
れ
る
高
息
墓
と
鳳
鳳
山
墓
の
副
葬
品
に
は
三
号
墓
に
限
ら
ず
い
く
つ
か
類
似
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
王
厚
宇
…
九
九
一
、
鄭
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

二
二
〇
〇
七
、
潅
安
市
博
物
館
編
二
〇
〇
九
）
、
さ
ら
に
二
号
墓
に
は
戦
国
後
期
に
は
盒
や
錺
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
敦
も
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
し

て
み
れ
ば
鳳
鳳
山
葵
の
下
墨
年
代
は
戦
国
後
期
ま
で
は
下
ら
な
い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
楚
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
は
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
も
、
楚
の
支
配
ま
で
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
越
は
無
彊
の
死
に
よ
り
諸
勢
力
に
分
散
す
る
が
、
そ
の
写
す
ぐ
に
楚
が
江
東
全
域
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
越
の
最
後

の
都
だ
っ
た
呉
に
は
春
冬
君
が
進
出
す
る
段
階
に
な
っ
て
も
な
お
楚
と
対
立
す
る
越
の
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
春
諸
君
に
よ
っ
て
楚

の
実
効
支
配
が
開
始
さ
れ
た
後
も
、
旧
都
で
あ
る
紹
興
を
中
心
と
し
た
倉
皇
江
以
南
に
は
依
然
と
し
て
越
が
楚
に
同
化
し
な
い
ま
ま
存
在
し
つ

づ
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
銭
塘
江
以
北
で
は
典
型
的
な
楚
墓
が
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
一
方
で
、

以
南
で
は
継
続
し
て
越
墓
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
江
東
で
は
典
型
的
な
豊
丸
の
出
現
こ
そ
が
楚
の
支
配
が
実
効
化
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
混
在
型
の
墓
を
も
っ
て
楚
の
支
配
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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（
二
）
楚
に
よ
る
潅
安
支
配
の
展
開

　
本
章
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
准
安
で
も
戦
国
後
期
に
は
楚
墓
が
造
営
さ
れ
、
特
に
徐
梁
村
里
か
ら
は
江
東
出
土
の
楚
墓
と
よ
く
似
た
副
葬

品
が
出
土
し
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
江
東
同
様
に
製
革
も
ま
た
戦
国
後
期
に
は
楚
の
実
効
支
配
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
そ
れ

は
、
徐
梁
村
墓
ら
に
先
行
す
る
運
河
村
墓
の
時
代
、
す
な
わ
ち
支
配
者
層
の
人
間
が
楚
墓
と
は
異
質
な
墓
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
時
点
に
お
い
て

は
、
楚
の
支
配
が
ど
れ
ほ
ど
の
効
力
を
も
つ
て
い
た
の
か
は
非
常
に
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
混
在
型
墓
で
あ
る
鳳
風
山
墓
が
楚
の
支

配
下
で
造
営
さ
れ
た
墓
で
は
な
い
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、
運
河
村
墓
が
い
く
ら
副
葬
品
に
楚
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
墓
の
構
造
や
埋
葬
方
法
が
在
地
の
習
俗
を
堅
持
し
て
い
る
状
態
で
は
、
当
時
の
潅
安
が
楚
に
帰
属
し
て
い
た
証
拠
と
ま
で
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
運
河
村
墓
が
楚
国
の
墓
と
さ
れ
た
背
景
に
は
、
従
来
の
領
域
認
識
、
す
な
わ
ち
楚
が
前
四
世
紀
後
半
に
は
准
南
の
ほ
ぼ
全
域
、
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

な
く
と
も
祁
溝
以
西
は
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
見
方
が
大
き
く
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
従
来
の
認
識
が
推
測
に
基
づ
く
不

確
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
本
稿
冒
頭
で
説
明
し
た
と
お
り
だ
が
、
運
河
村
墓
が
明
ら
か
に
楚
墓
と
は
異
質
な
墓
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
楚
国
の
墓
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
認
識
は
す
で
に
固
定
観
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
過
薔
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
う
し
た
固

定
観
念
か
ら
く
る
先
入
観
を
と
り
は
ら
っ
て
み
る
と
、
運
河
村
墓
か
ら
は
い
っ
た
い
何
が
み
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
行
っ

て
き
た
議
論
を
も
と
に
、
以
下
で
は
各
史
料
を
い
ま
一
度
み
な
お
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
B
の
記
述
は
威
三
期
に
楚
が
越
を
大
敗
さ
せ
た
こ
と
と
懐
王
期
に
越
王
無
菌
を
殺
害
し
た
こ
と
と
を
混
同

し
て
い
る
の
だ
が
、
確
か
に
楚
越
の
緊
張
関
係
は
喜
喜
期
か
ら
懐
王
期
に
か
け
て
長
ら
く
つ
づ
い
て
い
た
よ
う
で
、
『
戦
国
妻
田
楚
策
三
で
は

前
三
一
八
年
頃
に
も
楚
が
「
東
有
隠
語
」
、
つ
ま
り
東
方
に
越
と
い
う
外
憂
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
前

三
一
九
年
に
楚
が
広
陵
に
築
城
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
対
越
前
線
基
地
を
設
け
た
、
な
い
し
は
も
と
か
ら
あ
っ
た
基
地
を
強
化
し
た
と
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み
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
越
が
当
時
ま
だ
潅
北
に
勢
力
を
残
存
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
て
み
て
も
（
太
田
二
〇
一
二
）
、
楚
の
広
陵
へ
の
築

城
は
祁
溝
の
長
江
側
の
入
り
ロ
を
封
じ
る
こ
と
で
江
東
と
娘
宿
と
が
容
易
に
連
絡
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
目
的
の
㏄
つ
と
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
前
三
一
一
一
年
に
至
る
ま
で
涯
安
ふ
く
め
邦
溝
流
域
が
楚
の
制
御
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
も
い

ま
の
と
こ
ろ
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
C
に
い
う
越
の
船
団
が
准
安
を
通
過
し
て
魏
に
行
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
も
何
も
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
楚
に
と
っ
て
仇
と
な
る
船
閲
を
通
過
さ
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
当
時
の
応
安
は
楚
と
敵
対
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
高
荘
墓
や
運
河
村
墓
に
楚
や
越
な
ど
各
地
の
文
化
要
素
が
い
り
ま
じ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
運
河
の
要
衝
と
し
て
古
く
か
ら
栄
え
て
き
た
准

安
は
、
政
治
的
に
も
い
ず
れ
か
一
つ
の
勢
力
に
肩
入
れ
す
る
の
で
は
な
く
、
対
立
し
あ
う
勢
力
の
双
方
に
通
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
運
河

村
墓
が
高
吟
墓
よ
り
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
墓
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
青
銅
器
の
質
や
色
、
文
様
の
精
緻
さ
は
高
年
墓
の
ほ
う
が
明
ら

か
に
優
れ
て
お
り
（
准
安
市
博
物
館
編
二
〇
＝
）
、
殉
葬
者
の
数
も
運
河
村
墓
は
＝
人
、
高
荘
墓
は
一
四
人
と
高
荘
墓
の
ほ
う
が
多
い
の
は
、

長
き
に
わ
た
る
楚
越
の
対
立
の
は
ざ
ま
で
、
涯
安
も
疲
弊
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
高
荘
墓
や
運
河
村
荘
の
時
点
で
は
ま
だ
捻
転
で
造
営
さ
れ
る
墓
に
は
多
様
な
文
化
が
混
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
状
況
こ
そ
が

水
運
の
要
に
位
遣
す
る
涯
安
本
来
の
状
態
だ
っ
た
の
だ
が
、
楚
の
支
配
が
開
始
し
、
楚
人
が
移
住
し
て
く
る
と
、
涯
安
に
も
典
型
的
な
楚
墓
が

造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
同
様
に
准
安
か
ら
出
土
す
る
戦
国
貨
幣
も
斉
・
秦
・
楚
・
燕
・
魏
・
西
周
・
東
周
と
国
籍
が
多
様

な
一
方
で
、
そ
の
数
量
は
圧
倒
的
に
楚
の
貨
幣
が
多
く
、
種
類
も
裳
金
や
布
銭
、
蟻
鼻
髭
と
様
々
で
あ
っ
た
（
歩
増
涯
ほ
か
一
九
九
一
）
。
そ
れ

ぞ
れ
の
貨
幣
の
始
鋳
や
流
通
の
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
江
村
二
〇
一
〇
に
よ
る
と
戦
国
中
期
に
蟻
鼻
面
が
江
蘇
地
域
に
流
通
し

て
い
た
可
能
性
は
低
く
、
そ
も
そ
も
蟻
鼻
銭
が
大
量
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
戦
国
後
期
に
楚
が
東
遷
し
て
以
降
の
こ
と
だ
と
い
う
。

仁
安
に
お
け
る
楚
の
実
効
支
配
の
開
始
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
現
在
の
史
料
状
況
で
は
不
可
能
だ
が
、
楚
が
東
遷
後
、
特
に
考
烈
仁
慈
に
春

三
里
の
主
導
の
も
と
で
、
失
っ
た
国
土
を
補
填
す
る
か
の
よ
う
に
飛
躍
的
に
東
方
へ
と
領
土
を
拡
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
太
田
二
〇
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〇
九
）
、
楚
の
准
安
支
配
が
実
効
化
し
た
の
も
東
遷
後
、
特
に
は
考
烈
王
期
以
降
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
准
安
の
立
地
か
ら

し
て
刊
溝
以
東
も
同
様
だ
っ
た
と
み
る
の
が
、
現
時
点
で
は
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

①
墓
壁
が
階
段
状
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
王
厚
軍
器
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

②
楚
墓
で
も
古
く
は
人
間
が
豊
玉
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
国
具
申
期
に
は
人
形
の
謝

　
葬
に
変
化
し
て
い
っ
た
（
郭
徳
維
一
九
九
五
、
丁
寧
二
〇
〇
六
）
。

③
戦
国
後
期
早
薬
で
は
敦
に
か
わ
っ
て
盒
や
錺
が
流
行
し
た
（
高
釜
宣
三
九
九

　
Q
）
。

④
江
東
出
土
の
戦
国
後
期
楚
墓
は
劉
和
恵
一
九
九
五
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

　
の
後
も
安
吉
聾
煽
村
戦
国
墓
（
下
堀
二
〇
〇
一
）
や
上
海
福
泉
山
戦
国
墓
（
周
麗

　
媚
二
〇
〇
三
）
、
安
吉
五
福
楚
墓
（
直
江
省
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
二
〇
〇
七
）
、

　
南
京
秦
准
区
宝
塔
頂
～
○
号
院
戦
国
墓
（
南
京
市
博
物
館
二
〇
〇
九
）
な
ど
が
出

　
回
し
て
い
る
。

⑤
鳳
風
山
三
号
墓
で
は
棺
木
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
棺
の
詳
細
は
不
明
で
あ

　
り
、
榔
内
が
被
葬
者
を
収
め
る
主
室
と
副
葬
品
を
収
め
る
副
室
に
分
か
れ
て
い
た

　
点
は
楚
墓
の
榔
に
似
て
い
る
と
い
え
な
く
は
な
い
の
だ
が
、
高
曇
墓
の
榔
に
も
副

　
室
が
あ
る
た
め
、
こ
の
点
を
も
っ
て
楚
筆
の
証
拠
と
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

⑥
　
　
『
史
記
正
義
』
は
「
荊
江
南
地
」
を
「
楚
及
江
南
地
」
と
す
る
が
、
隅
史
記
㎞

　
は
楚
の
滅
亡
を
前
二
二
四
年
な
い
し
前
二
二
三
年
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
の
と

　
き
す
で
に
楚
は
滅
亡
し
て
い
る
。

⑦
例
え
ば
紹
興
の
上
聖
霊
鳳
山
戦
国
墓
（
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
一
九
九

　
三
）
や
上
篇
野
村
牛
山
戦
国
墓
（
王
曉
輪
郭
〇
一
〇
）
、
藤
江
省
余
韻
市
の
老
虎

　
山
一
号
激
（
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
二
〇
〇
二
）
な
ど
が
あ
る
。

⑧
　
た
だ
し
本
章
注
⑩
に
挙
げ
る
半
山
戦
国
墓
が
銭
三
江
河
口
の
北
岸
に
位
置
す
る

　
よ
う
に
、
銭
轡
江
近
辺
に
限
っ
て
は
北
岸
で
あ
っ
て
も
な
お
越
の
土
地
だ
っ
た
の

　
か
も
し
れ
な
い
。

⑨
越
の
遷
都
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
太
田
二
〇
一
二
を
参
照
。

⑩
呉
王
や
越
王
の
銘
文
を
も
つ
青
銅
製
の
武
器
は
湖
北
省
や
安
徽
省
な
ど
の
楚
墓

　
か
ら
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
玉
石
製
の
場
合
は
漸
江
省
か
ら
出
土
す
る
こ

　
と
が
多
く
、
儀
侯
な
い
し
は
明
器
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
曹
錦
炎
二
〇
〇
二
・

　
二
〇
〇
七
、
董
越
路
〇
～
四
）
。
そ
の
う
ち
正
式
な
考
古
発
掘
に
よ
り
得
ら
れ
た

　
も
の
は
ま
だ
少
な
い
も
の
の
、
杭
州
半
山
戦
国
墓
の
二
四
号
轍
一
号
墓
か
ら
は

　
「
越
王
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
剣
格
が
出
土
し
て
お
り
、
千
軍
単
二
〇
〇
七
・
二

　
〇
〇
入
は
こ
れ
を
越
の
貴
族
墓
群
だ
と
み
て
い
る
。
簡
報
が
未
発
表
の
た
め
詳
細

　
は
不
明
だ
が
、
徐
穎
二
〇
　
三
に
よ
れ
ば
同
墓
か
ら
は
戦
国
か
ら
二
代
に
か
け
て

　
の
器
物
が
出
土
し
て
お
り
、
沈
澱
鎭
二
〇
一
三
は
多
く
の
墓
が
戦
国
後
期
に
比
定

　
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
徐
穎
二
〇
＝
二
は
同
墓
出
土
の

　
玉
器
を
も
と
に
越
の
命
玉
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
り
、
鳳
園
山
三
号
墓
を
越

　
の
貴
族
墓
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

⑪
楊
寛
二
〇
〇
｝
や
董
珊
二
〇
一
四
の
よ
う
に
、
呉
に
遷
都
し
た
年
代
ふ
く
め
、

　
窮
の
治
世
を
こ
れ
よ
り
一
年
遅
ら
せ
る
論
者
も
い
る
。

⑫
本
章
注
③
参
照
。

⑬
ち
な
み
に
本
章
注
⑦
に
挙
げ
た
老
虎
山
一
号
激
の
｝
○
号
墓
と
一
四
号
墓
は
夫

　
婦
墓
と
み
ら
れ
て
お
り
、
夫
の
墓
と
さ
れ
る
一
〇
号
墓
は
戦
国
末
期
か
ら
前
漢
初

　
期
に
比
定
さ
れ
る
越
文
化
の
要
素
が
強
い
墓
で
あ
る
～
方
、
妻
の
墓
と
さ
れ
る
一

　
四
号
墓
は
戦
国
末
期
に
比
定
さ
れ
る
楚
文
化
の
要
否
が
強
い
墓
だ
っ
た
。
し
か
も

　
一
四
号
墓
に
は
彩
色
の
要
望
や
鼎
・
壷
・
盒
・
錺
と
い
っ
た
江
東
出
土
の
戦
国
後

　
期
楚
墓
に
よ
く
見
ら
れ
る
副
葬
品
に
養
え
て
、
従
来
に
な
い
五
塵
を
し
た
原
始
甕

　
器
の
壼
や
甑
も
副
葬
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
真
山
墓
の
被
葬
者
の
息
子
の
墓
と
さ

　
れ
る
真
山
東
周
墓
の
三
号
徴
一
号
墓
（
蘇
州
博
物
館
一
九
九
九
）
や
上
海
市
出
土

　
の
戦
国
後
期
楚
墓
で
あ
る
外
岡
古
塚
（
黄
宣
偲
一
九
五
九
）
か
ら
も
同
様
の
原
始
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甕
器
が
出
土
し
て
お
り
、
楚
の
江
東
支
配
が
開
始
し
た
後
に
楚
文
化
と
越
文
化
が

ま
た
新
た
な
形
で
融
合
し
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。

⑭
運
河
村
墓
の
報
告
書
は
毛
穎
・
張
敏
二
〇
〇
五
に
依
拠
し
て
従
来
の
領
域
認
識

　
を
説
明
し
て
い
る
が
、
張
敏
氏
は
同
墓
の
発
掘
を
監
督
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
運
河
村
墓
が
楚
国
の
墓
で
は
な
い
こ
と
を
立
証
し
、
従
来
の
領
域
認
識
が
確
証
を
も
た
な
い
単
な
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
認
識
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
先
入
観
を
も
た
ず
に
史
料
を
読
み
と
け
ば
、
前
三
一
二
年
の
段
階
で

は
涯
安
に
楚
の
支
配
は
及
ん
で
お
ら
ず
、
郡
溝
も
ま
だ
楚
の
制
御
下
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
太
田
二
〇
〇
九
で
は
、

前
三
一
一
二
年
の
時
点
で
楚
は
下
察
・
居
巣
・
太
陽
ま
で
に
し
か
東
方
に
安
定
し
た
支
配
を
確
立
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
が
、
本
稿
の
議
論

は
そ
れ
と
何
ら
矛
盾
し
て
お
ら
ず
、
や
は
り
楚
が
戦
国
申
期
に
は
す
で
に
面
河
や
長
江
の
下
流
域
に
ま
で
支
配
を
拡
げ
て
い
た
と
す
る
従
来
の

認
識
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
は
こ
の
認
識
の
た
め
に
春
秋
戦
国
の
楚
と
秦
末
漢
心
の
楚
と
の
差
異
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
平
河
や
長
江
の
下
流
域
に
楚
の
実
効
支
配
が
及
ん
だ
の
は
戦
国
後
期
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し

て
太
田
二
〇
〇
九
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
秦
末
に
紫
合
に
呼
応
し
て
楚
地
か
ら
蜂
起
し
た
諸
勢
力
の
う
ち
、
史
書
に
名
を
の
こ
し
た
も
の
は
い

ず
れ
も
下
察
・
居
食
・
縦
陽
以
東
の
地
域
か
ら
挙
兵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
楚
の
拠
点
が
金
倉
地
区
か
ら
重
富
地
区
へ
と
移
っ
た
の
は
、
前
二

七
八
年
に
秦
の
侵
攻
に
よ
っ
て
江
漢
地
区
を
追
い
だ
さ
れ
江
涯
地
区
へ
と
東
遷
し
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
五
〇
年
余
り
に
し
て
楚

が
滅
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し
て
み
て
も
、
江
漢
地
区
に
栄
え
た
春
秋
戦
国
の
楚
と
、
江
准
地
区
に
興
つ
た
秦
末
漢
初
の
楚
と
が
、
一
線
を
画
す

べ
き
存
在
だ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
を
結
ぶ
存
在
と
し
て
東
遷
後
の
楚
が
重
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、

戦
国
か
ら
秦
へ
と
繋
が
る
楚
の
歴
史
的
連
続
性
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
東
遷
に
よ
っ
て
春
秋
戦
国
の
楚
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
か
、

そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
作
用
し
た
結
果
に
秦
末
漢
初
の
楚
が
生
ま
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
で
は
最
後
に
、
東
遷
か
ら
少
し
時
代
を
飛
躍
し
て
、
『
後
漢
書
』
東
夷
列
伝
の
、

　
　
秦
六
國
を
井
わ
せ
、
其
の
准
・
酒
の
夷
は
皆
散
じ
て
民
戸
と
爲
る
。

と
い
う
記
述
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
平
河
・
洒
水
流
域
に
住
ま
う
夷
は
秦
の
統
一
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
解
体
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
が
、
し
て
み
る
と
平
安
の
人
々
は
戦
国
後
期
に
は
楚
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
よ
り
す
ぐ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
楚
人
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
涯
安
は
韓
信
の
故
郷
で
あ
り
、
高
荘
墓
の
東
北
画
一
㎞
の
地
点
に
は
彼
の
母
の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
韓
母
墓
も
あ

る
。
こ
れ
が
本
当
に
『
史
記
』
准
陰
侯
列
伝
に
記
さ
れ
た
司
馬
遷
も
み
た
と
い
う
彼
女
の
墓
な
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
そ
の
封
土
に
は
楚

墓
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
灰
白
土
層
が
あ
り
、
湖
北
省
か
ら
出
土
す
る
楚
墓
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
（
潅
安
市
博
物
館
田
二
〇
〇
九
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

『
史
記
』
や
『
漢
書
』
に
は
早
旦
が
楚
の
風
俗
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
こ
と
を
理
由
に
爆
管
に
選
ば
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
秦
来
漢
初
に
は
す
で
に
心
安
に
は
楚
の
風
俗
・
文
化
が
広
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
韓
信
が
「
異
人
」
あ
る
い

は
「
楚
の
出
身
」
と
は
い
わ
れ
ず
に
「
楚
の
風
俗
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
楚
や
越
の
文
化
を
摂
取
し
つ
つ
も

な
お
古
来
の
習
俗
を
守
り
つ
づ
け
た
、
高
年
墓
や
運
河
村
墓
を
築
き
あ
げ
た
人
々
の
余
韻
が
、
ま
だ
彼
の
な
か
に
の
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
。

　
太
田
二
〇
〇
九
・
二
〇
～
二
で
も
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
陳
渉
や
項
羽
、
劉
邦
ら
に
代
表
さ
れ
る
秦
宋
に
楚
地
か
ら
蜂
起
し
た
反
乱
集
団
は
、

楚
の
旗
印
の
も
と
に
集
結
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
も
と
も
と
楚
人
で
は
な
か
っ
た
人
々
を
少
な
か
ら
ず
内
包
し
て
い
た
。
で
は
、
な
ぜ

「
楚
」
が
彼
ら
を
纏
め
あ
げ
る
紐
帯
と
な
り
え
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
韓
信
が
「
楚
の
風
俗
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
」

と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
楚
文
化
が
豊
代
の
文
化
に
も
極
め
て
重
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
李
学
勤
一
九
入
一
が

す
で
に
指
摘
し
て
お
り
、
氏
は
そ
の
要
因
を
秦
末
の
群
雄
や
漢
建
国
の
聖
運
達
が
多
く
「
常
人
」
だ
っ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
が
、
正
確
に
は

彼
ら
は
「
学
人
」
で
は
な
く
「
楚
文
化
の
担
い
手
」
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
韓
信
の
み
な
ら
ず
、
純
粋
な
装
入
と
は
い
い
が
た
い
劉
邦
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自
身
の
言
動
に
も
し
ば
し
ば
現
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
出
自
を
異
に
し
な
が
ら
も
み
な
…
様
に
楚
の
文
化
に
慣
れ
親
し
み
、
そ
れ
を
好
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
③

た
人
々
だ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
出
自
の
異
な
る
彼
ら
が
「
楚
」
の
旗
印
の
も
と
に
結
集
し
た
大
き
な
要
因
と
し
て
、
楚
文
化
、
な
い
し
は
楚

文
化
を
淵
源
に
も
つ
文
化
の
共
有
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
漢
帝
国
の
成
立
は
こ
れ
ま
で
制
度
的
な
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
出
土
資
料
が
増
加
し
た
い
ま
、
古
代
帝
国
誕
生
の
背
景
に

あ
る
、
人
々
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
と
し
て
の
文
化
に
着
目
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
漢
と
い
う
、
既
存
の
貴
種
性
や
伝
統
を
も
た
な
い
国
家

が
こ
の
時
点
で
初
め
て
中
国
に
誕
生
し
え
た
背
景
に
は
、
春
秋
時
代
か
ら
始
ま
る
楚
文
化
圏
の
拡
大
が
不
可
欠
な
要
素
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
論
証
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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①
楚
は
考
烈
王
期
に
准
北
で
越
を
併
合
し
て
い
る
が
、
劉
邦
集
団
に
は
形
成
初
期

　
の
段
階
か
ら
准
北
で
挙
兵
し
た
越
が
参
加
し
て
お
り
、
太
田
二
〇
＝
一
で
指
摘
し

　
た
よ
う
に
両
者
に
は
何
ら
か
の
関
係
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か

　
ら
し
て
み
て
も
『
後
漢
書
㎞
東
爽
列
伝
の
こ
の
記
述
に
は
信
葱
性
が
あ
る
と
い
え

　
よ
、
つ
。

②
　
　
『
史
記
』
高
祖
本
紀
「
皇
帝
臼
、
義
帝
無
後
。
齊
王
韓
信
州
楚
風
俗
、
徒
爲
楚

　
王
、
都
下
郵
。
」

　
　
『
漢
書
㎏
高
帝
記
「
下
令
日
、
楚
地
已
定
、
義
帝
亡
後
、
欲
画
業
楚
厭
、
以
定

　
其
主
。
齊
王
信
習
楚
風
俗
、
更
立
爲
楚
王
、
王
灘
北
、
都
下
郵
。
扁

③
例
え
ば
四
面
楚
歌
の
故
事
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
劉
邦
自
身
も
『
史
記
』
留
侯

　
世
家
に
「
戚
夫
人
泣
、
上
本
、
爲
我
楚
舞
、
吾
爲
若
楚
歌
」
と
あ
る
よ
う
に
楚

　
舞
・
楚
歌
を
嗜
ん
で
い
た
。
彼
ら
が
楚
の
文
化
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
事
例
は
文

　
献
中
に
散
見
す
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
文
献
に
は
彼
ら
が
危
と
い
う
酒
杯
を
よ
く

　
使
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
危
は
戦
国
後
期
秦
墓
か
ら
も
出
土
す
る
が
、

　
戦
国
後
期
楚
腰
か
ら
も
よ
く
出
土
し
て
お
り
、
浅
原
二
〇
〇
五
は
危
の
原
型
が
戦

　
国
中
期
ま
で
の
楚
墓
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
危
と
県
道
ら
の
関
係
に
つ
い
て

指
摘
し
て
い
る
。

引
用
文
献

（
日
本
語
）
五
十
音
順

浅
原
達
郎
　
二
〇
〇
五
「
危
に
つ
い
て
扁
咽
日
古
㎞
第
四
号
。

江
村
治
樹
　
二
〇
　
○
「
中
国
に
お
け
る
古
代
青
銅
貨
幣
の
生
成
と
展
開
（
六
）

　
　
一
楚
貝
貨
の
性
格
一
」
隅
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
　
史
学
』
五
六
。

太
田
麻
衣
子
　
二
〇
〇
九
「
諸
君
皇
継
か
ら
み
た
楚
の
東
漸
」
『
東
洋
史
研
究
』
第

　
　
六
八
巻
第
上
靴
。

太
田
麻
衣
子
　
二
〇
＝
～
「
越
の
准
北
進
出
と
そ
の
滅
亡
i
「
劉
邦
集
団
1
1
楚

　
　
人
」
説
再
検
討
の
た
め
に
一
」
『
古
代
文
化
』
第
六
四
巻
第
三
号
。

佐
藤
武
敏
　
一
九
八
五
「
戦
国
時
代
離
の
漆
器
」
林
巳
奈
夫
編
『
戦
国
時
代
出
土
文

　
　
物
の
研
究
』
同
朋
舎
。

関
口
広
次
　
一
九
八
五
「
い
わ
ゆ
る
「
原
始
青
甕
」
の
発
生
を
め
ぐ
っ
て
」
三
上
次

　
　
男
博
士
喜
寿
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
三
上
次
男
博
士
喜
寿
記
念
論
文
集

　
　
陶
磁
編
㎏
平
凡
社
。



韓信白黒からみた楚の東漸（太田）

間
瀬
収
芳
　
一
九
八
四
「
秦
帝
国
形
成
過
程
の
一
考
察
－
四
川
省
膏
川
戦
国
墓
の

　
　
検
討
に
よ
る
一
」
『
史
林
』
第
六
七
巻
第
一
号
。

間
瀬
収
芳
　
一
九
八
六
「
戦
国
時
代
楚
文
化
の
中
の
鼎
と
敦
－
周
辺
文
化
と
の
関

　
　
連
を
主
眼
に
み
る
一
」
『
古
史
春
秋
』
第
三
号
。

吉
本
道
雅
　
二
〇
～
○
「
後
漢
書
東
夷
列
伝
序
疏
証
」
『
中
国
古
代
史
論
叢
㎞
第
七

　
　
集
。

（
中
国
語
）
併
音
順

安
徽
省
文
物
工
作
隊
　
一
九
八
二
「
安
徽
長
豊
楊
公
発
掘
九
座
戦
国
墓
」
咽
考
古
学

　
　
集
刊
』
第
二
期
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
。

安
徽
省
文
物
考
古
研
究
所
　
一
九
九
四
「
安
徽
長
豊
戦
国
晩
期
下
上
」
『
考
古
娩
第

　
　
二
期
。

曹
錦
炎
　
一
九
九
五
「
越
王
嗣
旨
不
筋
劒
銘
文
考
」
欄
文
物
』
第
八
期
（
同
二
〇
〇

　
　
七
に
再
録
）
。

曹
錦
炎
　
二
〇
〇
二
門
新
出
鳥
虫
書
越
王
兵
器
考
」
欄
古
文
字
研
究
』
第
二
十
四
輯
。

曹
薄
雲
　
二
〇
〇
山
門
越
王
清
光
矛
蹟
」
欄
呉
越
歴
曳
与
考
古
論
叢
』
文
物
出
版
社
。

陳
偉
　
一
九
九
二
『
楚
”
東
国
”
地
理
研
究
馳
武
漢
大
学
出
版
社
。

陳
元
甫
　
二
〇
〇
九
「
興
国
貴
族
墓
葬
山
野
俗
初
歩
研
究
」
漸
江
省
文
物
考
古
研
究

　
　
所
編
㎎
紀
念
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
成
立
三
十
周
藩
論
文
集
』
（
『
漸
江
省
文

　
　
物
考
古
研
究
所
学
刊
』
第
九
輯
）
科
学
出
版
社
（
『
東
南
文
化
』
二
〇
～
○
年

　
　
第
～
期
に
再
録
）
。

細
思
勝
　
　
九
九
五
「
漸
江
安
吉
古
城
発
見
楚
金
幣
」
『
考
古
』
第
十
期
。

丁
蘭
　
二
〇
〇
六
『
湖
北
地
区
楚
細
分
区
研
究
h
民
族
出
版
社
。

丁
蘭
　
二
〇
一
〇
「
那
東
楚
滲
出
土
原
始
期
和
印
紋
硬
陶
器
現
象
与
民
族
文
化
融

　
　
合
」
『
中
南
民
族
大
学
学
報
（
人
文
社
会
科
学
版
）
』
第
三
十
巻
第
四
期
。

董
楚
平
　
一
九
八
八
㎎
呉
越
文
化
新
探
㎞
漸
江
人
民
出
版
社
。

藪
楚
平
　
一
九
九
〇
「
楚
敗
越
過
程
攻
略
」
同
『
三
越
民
族
研
究
』
江
西
教
育
出
版

　
　
社
。

董
珊
二
〇
一
四
鐙
ハ
越
南
銘
研
究
㎞
科
学
出
版
社
。

篤
至
喜
　
一
九
九
〇
「
論
中
国
晩
期
楚
墓
」
魍
東
南
文
化
』
第
四
期
。

谷
建
祥
・
≠
増
涯
　
一
九
八
八
「
江
蘇
沈
陽
万
北
遺
三
江
掘
的
初
歩
収
穫
」
噸
東
南

　
　
文
化
㎞
第
二
期
。

郭
徳
維
　
一
九
九
五
『
楚
系
墓
葬
研
究
』
湖
北
教
育
出
版
社
。

何
浩
　
一
九
八
九
『
楚
滅
国
研
究
』
武
漢
出
版
社
。

洪
麗
姫
　
二
〇
〇
七
「
杭
州
半
山
戦
国
墓
出
土
玉
石
器
材
質
研
究
」
欄
東
方
博
物
㎞

　
　
第
二
十
四
輯
。

洪
麗
姫
　
二
〇
〇
八
「
越
国
玉
石
器
及
早
期
贔
化
石
文
物
研
究
」
魍
東
方
博
物
』
第

　
　
二
十
九
輯
。

湖
北
省
博
物
館
編
　
一
九
八
九
『
曾
侯
乙
墓
』
文
物
出
版
社
。

湖
北
省
荊
州
地
区
博
物
館
　
一
九
八
二
「
江
陵
天
三
訂
一
号
楚
墓
」
『
考
古
学
報
㎞

　
　
第
一
期
。

湖
北
省
罰
盃
地
区
博
物
館
　
一
九
八
四
山
江
叢
雨
台
山
蔓
墓
』
文
物
出
版
社
。

潅
安
市
博
物
館
　
二
〇
〇
九
「
江
蘇
涯
安
市
運
河
村
一
号
戦
国
墓
」
『
考
古
』
第
　

　
　
○
期
。

准
安
市
博
物
館
・
金
野
県
図
誉
館
　
一
～
〇
一
一
「
准
安
金
湖
徐
二
村
戦
国
西
漢
墓
葬

　
　
群
発
掘
罪
報
」
凹
東
南
文
化
㎞
第
三
期
。

准
安
市
博
物
館
編
　
二
〇
〇
九
『
涯
陰
難
題
戦
国
墓
㎞
文
物
出
版
社
。

准
安
市
博
物
館
編
　
二
〇
一
一
槻
准
安
運
河
村
戦
国
墓
』
文
物
出
版
社
。

准
陰
市
博
物
館
　
一
九
八
八
「
屋
陰
高
著
戦
国
墓
」
咽
考
古
学
報
』
第
二
期
。

黄
宣
偲
　
一
九
五
九
「
上
海
市
嘉
定
県
外
岡
古
墓
清
理
」
『
考
古
』
第
＝
一
期
。

黄
宣
偲
・
孫
維
昌
　
～
九
八
一
「
上
海
地
区
幾
何
印
紋
陶
遺
存
三
分
期
」
文
物
編
輯

　
　
委
員
会
編
『
文
物
集
刊
』
三
、
文
物
出
版
社
。

金
翔
　
二
〇
〇
一
「
漸
江
安
吉
禍
難
燭
村
発
現
一
座
戦
国
楚
墓
」
『
考
古
』
第
七
期
。

孔
令
遠
・
欝
欝
清
　
二
〇
〇
二
「
江
蘇
郵
州
布
九
女
椴
三
号
激
的
発
掘
」
欄
考
古
㎞
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第
五
期
。

李
学
芸
　
一
九
八
一
「
新
出
簡
吊
与
論
文
化
」
湖
北
省
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編

　
　
『
楚
文
化
新
探
』
湖
北
人
民
出
版
社
。

劉
和
恵
　
一
九
九
五
『
楚
文
化
的
東
漸
』
湖
北
教
育
出
版
社
。

劉
侃
　
二
〇
〇
九
「
紹
興
西
施
山
遺
鮭
出
土
文
物
研
究
」
『
東
方
博
物
』
第
三
十
一

　
　
輯
。

劉
延
常
・
高
本
同
・
都
導
華
　
二
〇
〇
七
「
山
東
地
区
楚
文
化
因
素
分
析
」
楚
文
化

　
　
研
究
会
編
『
楚
文
化
研
究
論
集
』
第
七
集
、
岳
麓
書
社
。

毛
穎
・
張
敏
二
〇
〇
五
『
長
江
下
田
中
徐
鎌
与
呉
越
』
湖
北
教
育
出
版
社
。

孟
国
平
　
二
〇
〇
九
「
試
論
商
周
時
期
漸
江
地
区
的
原
始
甕
器
扁
漸
江
省
文
物
考
古

　
　
研
究
所
編
『
紀
念
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
成
立
三
十
周
年
論
文
集
』
（
咽
漸
江

　
　
省
文
物
考
古
研
究
所
学
刊
』
第
九
輯
）
科
学
出
版
社
。

牟
永
抗
　
一
九
八
一
「
漸
江
的
印
紋
陶
…
1
試
談
細
紋
陶
的
特
徴
以
及
与
甕
器
的
関

　
　
係
」
文
物
編
輯
委
員
会
編
哩
文
物
集
刊
㎞
三
、
文
物
出
版
社
。

南
京
博
物
院
・
徐
州
市
文
化
局
・
郵
州
市
博
物
館
　
一
九
九
九
「
江
蘇
郵
州
市
九
女

　
　
轍
二
号
敬
発
掘
簡
報
」
『
考
古
』
第
一
一
期
。

南
京
市
博
物
館
　
二
〇
〇
九
「
爾
京
壷
皿
区
宝
塔
頂
一
〇
号
院
戦
国
墓
発
掘
簡
報
」

　
　
『
東
南
文
化
』
第
四
期
。

彰
適
凡
　
一
九
八
七
『
中
国
南
方
古
代
印
豆
煎
』
文
物
出
版
社
。

紹
興
県
文
化
発
展
中
心
・
越
国
文
化
博
物
館
編
　
二
〇
一
二
『
紹
興
出
土
商
周
印
紋

　
　
硬
陶
歯
原
始
盗
㎞
西
冷
印
社
。

紹
興
縄
文
物
保
護
管
理
所
　
二
〇
〇
工
門
蒲
江
紹
興
亜
風
山
戦
国
木
檸
墓
扁
噛
文
物
㎞

　
　
第
二
期
。

紹
興
県
文
物
管
理
委
員
会
　
一
九
七
六
「
紹
興
鳳
風
山
木
檸
墓
」
『
考
古
』
第
六
期
。

蘇
漿
埼
　
一
九
八
二
「
従
楚
文
化
探
索
中
提
出
的
問
題
」
州
江
漢
考
古
』
第
一
期

　
　
（
同
誌
蘇
聚
埼
考
古
学
論
述
選
集
㎞
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
に
再
録
）
。

蘇
州
博
物
館
　
一
九
九
九
『
真
山
東
周
墓
地
　
呉
楚
貴
族
墓
地
的
発
掘
与
研
究
』
文

　
　
物
出
版
社
。

田
正
標
　
二
〇
〇
九
「
江
、
漸
、
濯
地
区
戦
国
精
分
期
初
探
扁
三
江
省
文
物
考
古
研

　
　
究
所
編
『
紀
念
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
成
立
三
十
周
相
論
文
集
』
（
『
漸
江
省

　
　
文
物
考
古
研
究
所
学
刊
輪
第
九
輯
）
科
学
出
版
社
。

王
厚
宇
　
一
九
九
一
「
試
談
准
陰
田
荘
墓
的
時
代
、
国
別
、
族
属
」
『
考
古
睡
第
八

　
　
期
（
泡
安
市
博
物
館
編
二
〇
〇
九
に
再
録
）
。

王
曉
紅
　
二
〇
一
〇
「
上
書
帯
出
牛
山
戦
国
日
清
理
」
『
東
方
博
物
』
第
三
期
。

王
屹
峰
　
二
〇
一
〇
『
申
国
南
方
原
始
甕
窯
業
研
究
幅
中
国
書
店
。

沈
酷
薄
　
二
〇
＝
二
「
杭
州
市
半
山
出
土
戦
国
原
始
姿
研
究
扁
『
福
建
文
博
輪
第
三

　
　
期
。

徐
穎
　
二
〇
＝
二
「
従
杭
州
半
山
出
土
玉
石
器
管
窺
愚
将
貴
族
里
謡
等
級
」
糊
杭
州

　
　
文
博
輪
第
｝
期
。

徐
州
博
物
館
・
郵
州
博
物
館
　
二
〇
〇
三
「
江
蘇
邪
州
二
九
女
徽
春
秋
墓
発
掘
簡

　
　
報
扁
凹
考
古
』
第
九
期
。

蒲
郡
　
一
九
四
六
「
楚
懐
王
滅
越
設
蒲
江
東
面
」
上
海
糊
益
世
報
㎞
副
耕
田
史
苑
』

　
　
周
刊
第
四
期
。

楊
寛
　
一
九
九
｝
「
関
子
越
国
滅
亡
年
代
的
再
商
計
し
『
江
漢
論
壇
㎞
｝
九
九
一
年

　
　
第
五
期
。

　
　
（
右
二
論
文
は
同
『
楊
寛
古
史
論
文
選
集
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三

　
　
年
）
に
再
録
）
。

楊
寛
　
二
〇
〇
　
㎎
戦
国
史
料
編
年
輯
誕
』
上
海
人
民
出
版
社
。

二
審
　
二
〇
〇
〇
「
僻
論
周
時
期
原
始
盗
器
的
区
域
特
徴
」
咽
文
物
㎞
第
三
期
。

楊
権
喜
　
一
九
八
七
「
江
漢
地
区
楚
式
蘭
的
初
歩
分
析
」
『
楚
文
化
研
究
論
集
』
第

　
　
一
部
、
荊
楚
書
社
。

楊
権
喜
　
二
〇
〇
一
「
江
漢
地
区
的
嗣
与
楚
式
隅
」
『
江
漢
考
古
』
第
一
期
。

歩
増
准
・
包
立
山
・
王
剣
　
一
九
九
一
「
建
国
以
来
潅
陰
出
土
的
先
秦
貨
幣
扁
『
東

　
　
南
文
化
』
第
六
期
。
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韓信故里からみた楚の東漸（太田）

漸
江
省
文
物
管
理
委
員
会
　
｝
九
五
七
「
紹
興
潟
渚
的
漢
墓
」
隅
考
古
学
報
㎞
第
一

　
　
期
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
　
二
〇
〇
二
「
余
桃
老
虎
山
一
号
徴
発
掘
」
欄
灘
杭
繭
高

　
　
速
公
路
考
古
報
告
』
文
物
出
版
社
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
・
安
吉
県
博
物
館
　
二
〇
〇
七
「
漸
江
安
吉
五
福
楚
墓
」

　
　
『
文
物
』
第
七
期
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
・
上
虞
県
文
物
管
理
所
　
一
九
九
三
「
漸
江
上
虞
鳳
鳳
山

　
　
古
墓
葬
発
掘
簡
報
」
『
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
学
刊
　
建
所
十
周
年
紀
念

　
　
（
一
九
八
O
I
一
九
九
〇
）
』
科
学
出
版
社
。

漸
江
省
文
物
考
古
所
究
所
・
紹
興
県
文
物
保
護
管
理
所
編
　
二
〇
〇
二
『
印
山
越
王

　
　
陵
㎞
文
物
出
版
社
。

漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
編
　
二
〇
〇
九
『
漸
江
越
墓
』
科
学
出
版
社
。

鄭
小
炉
　
二
〇
〇
七
「
江
蘇
准
陰
高
志
大
圏
的
族
属
与
年
代
探
討
」
『
呉
越
和
百
越

　
　
地
区
周
代
青
銅
器
研
究
』
科
学
出
版
社
（
准
安
市
博
物
館
編
二
〇
〇
九
に
再

　
　
録
）
。

中
国
考
古
学
会
編
　
一
九
八
九
『
中
国
考
古
学
年
鑑
㎞
文
物
出
版
社
。

周
麗
媚
　
二
〇
〇
三
門
上
海
青
浦
福
泉
山
発
現
一
座
戦
国
墓
」
『
考
古
㎞
第
～
一
期
。

挿
図
出
典

図
1
　
　
　
諏
雪
曇
主
編
門
中
上
封
史
地
図
集
㎞
第
一
冊
（
中
国
地
図
出
版
社
、
～

　
　
九
八
二
年
）
を
も
と
に
筆
者
作
図
。

図
2
1
1
　
湖
北
省
荊
州
地
区
博
物
館
　
九
八
一
質
図
二
を
再
ト
レ
ー
ス
お
よ
び
一

　
　
部
改
変
。

図
2
－
2
　
准
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
一
附
五
－
2
を
再
ト
レ
ー
ス
お
よ
び
一
部

　
　
改
変
。

図
2
1
3
　
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
二
〇
〇
二
　
図
四
を
再
ト
レ
ー
ス
お
よ

　
　
び
一
部
改
変
。

図
3
－
1
　
涯
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
一
図
五
一
を
転
載
。

図
3
－
2
　
准
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
一
図
五
二
を
転
載
。

図
3
－
3
　
濫
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
一
図
四
三
を
転
載
。

図
4
－
1
・
3
　
湖
北
省
荊
州
地
区
博
物
館
一
九
八
二
　
図
一
一
l
l
・
2
を
再
ト

　
　
レ
ー
ス
。

図
4
1
2
　
潅
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
一
附
五
－
1
2
を
再
ト
レ
ー
ス
お
よ
び
一
部

　
　
改
変
。

図
5
　
准
安
市
博
物
館
編
二
〇
〇
九
　
「
涯
陰
高
上
戦
国
墓
」
図
七
を
転
載
。

図
6
1
1
　
濫
安
市
博
物
館
編
二
〇
一
一
一
図
四
四
を
転
載
。

図
6
1
2
　
劉
侃
二
〇
〇
九
一
図
四
十
二
を
転
載
。

図
6
－
3
　
紹
興
県
文
化
発
展
中
心
ほ
か
こ
〇
～
二
　
四
四
頁
よ
り
転
載
。

【
附
記
】
本
稿
は
平
成
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
門
江
意
地
区
楚
文
化
の
研

　
究
　
漢
帝
国
成
立
の
文
化
的
背
景
偏
に
よ
る
凝
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
涯
安

　
市
博
物
館
で
の
調
査
で
は
副
館
長
の
陳
永
賢
氏
・
研
究
館
員
の
王
厚
宇
氏
、
復

　
旦
大
学
の
李
暁
傑
氏
・
魏
毅
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
本
稿
の
一
部

　
は
中
国
考
古
学
研
究
会
京
都
例
会
お
よ
び
「
中
国
古
鏡
の
研
究
」
会
に
て
口
頭

　
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
、
多
く
の
方
々
か
ら
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
深
く

　
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
国
士
舘
大
学
文
学
部
講
師
）
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The　Eastern　Shift　of　Chu　as　Seen　from　the　Birthplace　of　Han　Xin：

　　　　　Examining　the　Warring　States－Period　Tomb　Yunhecun－1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Huai’an　in　Jiangsu

by

OTA　Maiko

　　Huai’an，　located　at　the　mouth　of　the　Hangou　Canal　on　the　Huaihe　River　in

Jiangsu　province，　is　the　birthp1ace　of　Han　Xin，　a　leading　minister　of　Liu

Bang，　the　founder　of　the　Han　dynasty　known　as　Gaozu．　According　to　the

report　on　the　YunhecuR－1　Warring　States－Period　Tomb　excavated　in　2004，

the　tomb　has　been　judged　a　tomb　from　Chu　state　that　was　built　near　the

shift　from　the　mid　to　the　late　Warring　States　period　and　it　is　evidence　that

Chu　had　spread　its　control　to　basin　of　the　Hangou　Canal　by　the　end　of　the

fourtk　century　BCE．　ln　the　conventional　understanding　of　the　extent　of　Chu’s

control，　which　was　based　on　written　sources，　it　was　thought　that　the　basiR　of

the　HaRgou　Canal　had　been　incorporated　into　Chu　territory　by　the　mid

Warring　States　period，　and　the　report　on　the　Yunhecun－1　Warring　States－

Period　Tomb　has　been　used　£o　confirm　the　conventional　understanding　on

the　basis　of　archaeological　evidence．　Nevertheless，　there　are　rnany　problerns

concerning　the　report’s　argument　that　the　tomb　was　a　Chu　tomb；　whether　it

can　ac加ally　be　called　a　Chu　tomb　and　whether　the　tomb　can　really　be　taken

as　evidence　proving　the　conventional　understanding　of　the　extent　Chu

territory　is　extremely　dubious．　Moreover，　as　the　conventioRai　understanding

of　the　extent　of　Chu　territory　itself　was　based　on　fragmentary　written

sources　and　was　merely　speculative，　it　is　doubtful　whether　the　Chu　truly

expaRded　its　territory　to　the　Hangou　Canal　basin　during　the　mid　Warring

States　period．

　　Then　in　this　paper，　1　examine　each　of　the　arguments　in　the　report　of　the

Yunhecun　tomb　one　by　oRe　and　prove　that　this　tomb　exhibits　characteristics

of　the　oider　customs　of　Huai’an　that　are　at　odds　with　those　of　Chlt　tombs　and

thus　it　cannot　be　called　a　tomb　of　the　Chu　state．　Next，　tracing　the　ckanges　in

the　Warring　State－era　tombs　from　excavations　in　Jiangdong，　the　southem

part　of　Jiangsu　and　the　northern　portion　of　Zhejiang，　Shanghai　in　the

（　426　）



southern　downstream　basin　of　the　Changiiang　River　and　the　｝ower　basin　of

the　Qiantangjiang　River　that　permit　us　to　reconstruct　to　a　certain　extent　the

process　of　the　actual　implementation　of　Chu　ru｝e，　which　can　also　be　seen　in

written　sources，　1　ciarify　what　sorts　of　changes　in　the　tombs　in　the　region

that　came　about　with　the　beginnings　of　actual　Chu　rule．　ln　regard　eo　the

Huai’an　during　the　Warring　States　period，　nothiRg　can　be　learned　with

certainty　from　written　sources，　but　through　a　comparison　of　the　changes　in

tombs　jn　Huai’an　and　those　in　Jjangdong，　1　demonstrate　that　the　spread　of

Chu’s　actual　rule　to　Huai’an　occurred　fo｝lowing　the　final　stage　of　the

Warring　States　period　as　it　also　did　in　JiaRgdong．

　　In　short，　the　conventional　uilderstanding　of　the　expansion　of　the　terri’tory

of　Chu　into　the　Hangou　Canal　basin　by　the　mid　Warring　States　period　is

mistaken，　and　the　expansion　of　actual　Chu　rule　iRto　the　lower　basins　of　the

Huaihe　River　and　the　Changjiang　River　took　place　after　the　final　stage　of　the

Warring　States　period　had　begttn．　Therefore，　we　understand　that　the　Chu

that　flourished　in　the　Jianghan　region　in　the　Spring　and　Autumn　and

Warring　States　periods　and　the　“Chu”　that　rose　in　Jianghuai　region　at　the

close　of　the　Qin　and　early　Han　periods　cannot　simpiy　be　viewed　as　identicaL

Among　the　“Chu”　forces　that　arose　in　the　Jianghuai　regjon　in　the　late　Qjn

were　people　who　had　only　accepted　Chu　rule　in　the　last　stage　of　the

Warring　States　period，　in　other　words，　there　were　many　who　had　accepted

Chu　rule　for　a　brief　period．　lt　is　extremely　suggestive　that　Han　Xiit　ls　not

called　“a　Chu　person”　or　“a　person　from　Chu”　in　the　Shiji　or　the　Hanshu，　but

he　is　instead　called　one　who　was　“very　fami｝iar　with　the　culture　of　Chu．”　lt

can　be　said　that　one　reason　that　such　men　who　were　definitely　not　originally

froin　Chu　assembled　ttnder　its　banner　was　a　shared　Chu　culture．　The

formation　of　the　Han　Empire　has　been　argued　solely　from　the　poiRt　of　the

politicai　system，　but　with　now　with　the　addition　of　excavated　sources，　it　is

possible　to　focus　on　the　fact　that　there　was　a　shared　culture　that　｝lnked

peopie　who　were　behiRd　the　birth　of　the　ancient　empire．　lt　will　be　necessary

to　consider　iR　the　future　the　role　played　by　Chu　culture　in　the　formation　of

the　Han　dynasty．

（　425　）


