
第
七
十
六
卷

第
三
號

�
成
二
十
九
年
十
二
�
發
行

�
漢
諸
侯
王
墓
よ
り
み
た
王
國
荏
�
の
實
態

︱
︱
滿
城
漢
墓
と
中
山
靖
王
劉


︱
︱

�

身

智

志

は
じ
め
に

一
︑
�
漢
諸
侯
王
墓
の
諸
特
�

二
︑
竪
穴
墓
と
橫
穴
墓

三
︑
滿
城
漢
墓
の
槪
�
と
そ
の
特
衣
性

四
︑
北
莊
漢
墓
の
�
營
�
�

︱
︱
後
漢
中
山
王
國
と
竇
氏
一
族
︱
︱

五
︑
中
山
靖
王
劉


と
竇
氏
一
族

六
︑
橫
穴
崖
洞
墓
の
�
�
か
ら
み
た
滿
城
漢
墓
と
保
安
山
漢
墓
の
關
係

七
︑
諸
侯
王
墓
�
營
を
め
ぐ
る
諸
問
題

お
わ
り
に

― 1 ―

373



は

じ

め

に

周
知
の
�
り
︑
�
漢
の
皇
�
は
關
中
六
郡

(上
郡
・
北
地
・
隴
西
・
蜀
・
巴
・
漢
中
)
と
そ
の
東
側
に
接
す
る
諸
郡
を
直
�
瓜
治
す
る
一
方
︑

複
數
の
諸
侯
王
を
封
円
し
て
關
東

(燕
・
趙
・
齊
・
梁
・
楚
・
長
沙
な
ど
)
の
瓜
治
を
委
ね
た
︒
こ
う
し
た
體
制
を
﹁
郡
國
制
﹂
と
呼
ぶ
︒
�
漢

成
立
當
初
︑
關
東
の
諸
侯
王
國
は
ほ
ぼ
獨
立
王
國
の
樣
相
を
�
し
︑
景
�
�
の
吳
楚
七
國
の
亂
で
は
複
數
の
諸
侯
王
が
合
從
し
て
漢
に
對
峙
し

た
︒
と
こ
ろ
が
吳
楚
七
國
鎭
壓
後
︑
王
國
官
制
改
革
を
契
機
と
し
て
諸
侯
王
は
王
國
に
お
け
る
行
政
權
を
喪
失
し
︑﹁
郡
國
制
﹂
は
﹁
實
質
�

郡
縣
制
﹂
へ
轉
奄
し
た
︒
以
影
︑
諸
侯
王
は
�
名
無
實
 
し
︑
諸
侯
王
國
は
�
常
の
郡
縣
と
同
樣
︑
中
央
か
ら
!
"
さ
れ
た
王
國
相
に
よ
っ
て

瓜
治
さ
れ
る
こ
と
と
な
る(1

)
︒

し
か
し
︑
王
國
官
制
改
革
に
よ
っ
て
諸
侯
王
が
�
名
無
實
 
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
な
に
ゆ
え
彼
ら
は
そ
の
後
も
封
円
さ
れ
續
け
た
の
か
︒
こ

の
疑
問
に
對
す
る
囘
答
を
得
る
べ
く
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
皇
�
と
諸
侯
王
の
政
治
�
關
係
に
つ
い
て
複
數
の
視
點
か
ら
再
檢
討
を
加
え
て
き

た
︒
そ
の
結
果
︑
皇
�
が
諸
侯
王
に
一
定
の
�
慮
を
加
え
續
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
︑
そ
の
背
景
に
�
室
の
後
繼
者
問
題
が
絡
ん
で
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た(2

)
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
中
央
%
廷
で
展
開
さ
れ
る
政
治
&
に
諸
侯
王
が
絡
む
ケ
ー
ス
を
探
っ
た
に
�
ぎ
ず
︑
諸
侯

王
が
自
ら
の
封
地
に
お
い
て
在
地
勢
力
と
ど
の
よ
う
な
關
係
を
築
き
︑
ま
た
そ
の
こ
と
が
彼
ら
の
政
治
�
立
場
に
い
か
な
る
影
'
を
與
え
て
い

た
の
か
︑
こ
れ
ら
の
點
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
(
で
き
な
か
っ
た
︒
先
営
の
�
り
︑
王
國
官
制
改
革
以
影
の
諸
侯
王
は
在
地
の
)
民
に
對
す

る
行
政
權
を
ほ
ぼ
喪
失
し
た
が
︑
彼
ら
と
在
地
勢
力
と
の
關
係
が
完
*
に
斷
た
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
言
え
ば
︑
そ
の
點
に
つ
い
て
は
別
+
檢

討
が
必
�
で
あ
ろ
う(3

)
︒

と
は
言
え
︑
諸
侯
王
が
自
ら
の
封
地
で
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
の
か
︑
そ
の
內
實
を
窺
い
得
る
&
料
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
一

應
︑﹃
&
記
﹄・﹃
漢
書
﹄
中
の
各
諸
侯
王
の
列
傳
に
は
王
國
內
で
-
こ
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
︑

王
國
の
存
續
に
關
わ
る
よ
う
な
大
事
件
で
︑
な
お
か
つ
中
央
政
府
が
關
與
し
た
も
の
の
み
で
あ
る
︒
�
獻
&
料
か
ら
諸
侯
王
國
內
部
の
實
態
を
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探
る
に
は
︑
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
點
を
探
る
た
め
の
.
料
と
し
て
/
目
し
た
い
の
が
諸
侯
王
墓
で
あ
る
︒
0
年
︑
中
國
各
地
で
�
漢
の
諸
侯
王
墓
と
さ
れ
る
墓

葬
が
陸
續
と
發
見
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
數
は
四
十
箇
1
以
上
に
の
ぼ
る

(︻
表
一
︼・︻
圖
一(4
)

︼)
︒
そ
こ
か
ら
は
竹
鯵
・
木
鯵
や
印
違
・
封
泥
︑
銅

器
銘
�
な
ど
の
出
土
�
字
.
料
も
發
見
さ
れ
︑
多
く
の
先
行
硏
究
が
あ
る
が
︑
一
方
で
墓
葬
の
�
�
や
立
地
︑
地
域
分
布
に
關
す
る
分
析
も
盛

ん
に
な
さ
れ
て
い
る(5

)
︒
そ
れ
ら
を
參
照
す
る
こ
と
で
︑
諸
侯
王
墓
か
ら
當
時
の
王
國
內
部
の
實
態
を
探
る
こ
と
も
で
き
る
と
�
待
さ
れ
る
︒

本
稿
で
は
︑
上
記
の
よ
う
な
問
題
4
識
の
下
︑
�
漢
の
諸
侯
王
墓
に
關
す
る
基
礎
�
な
5
報
を
整
理
し
た
上
で
︑
中
山
靖
王
劉


の
墓
葬
と

さ
れ
る
河
北
の
滿
城
漢
墓
を
例
に
と
り
︑
諸
侯
王
墓
を
基
に
王
國
內
部
の
實
態
を
探
る
た
め
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
試
み
た
い
︒

一
︑
�
漢
諸
侯
王
墓
の
諸
特
�

諸
侯
王
墓
と
は
い
か
な
る
墓
葬
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
墓
葬
が
發
見
さ
れ
︑
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
人
物
の
身
元
を
特
定
し
よ

う
と
す
る
と
き
︑
ま
ず
參
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
墓
中
か
ら
發
見
さ
れ
た
�
字
.
料
で
あ
る
︒
た
だ
し
現
時
點
で
知
ら
れ
る
諸
侯
王

墓
の
う
ち
︑
墓
6
の
身
元
を
完
*
に
特
定
し
得
る
�
字
.
料
が
發
見
さ
れ
て
い
る
例
は
︑
一
九
七
二
年
に
江
蘇
省
徐
州
市
西
北
で
發
見
さ
れ
た

4
山
漢
墓
の
み
で
あ
る
︒
�
奧
に
位
置
す
る
6
室
西
側
の
側
室
か
ら
﹁
劉
/
﹂
と
刻
ま
れ
た
4
鈕
の
銀
印
が
出
土
し
て
お
り
︑
墓
6
は
六
代
目

の
楚
王
・
襄
王
劉
/
(位
：
武
�
元
朔
元
年
～
元
狩
六
年
)
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る(6

)
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ほ
ど
8
確
に
墓
6
の
身
元
を
示
す
副
葬

品
が
見
つ
か
っ
て
い
る
例
は
他
に
な
く
︑
大
多
數
は
王
國
名
や
紀
年
の
記
さ
れ
た
器
物
︑
五
銖
錢
の
�
無
な
ど
を
手
が
か
り
に
︑
墓
6
を
9
定

し
て
い
る
の
が
實
5
で
あ
る
︒

す
る
と
︑
�
字
.
料
が
發
見
さ
れ
て
い
な
い
墓
葬
に
關
し
て
は
︑
何
を
根
據
に
諸
侯
王
墓
と
9
定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に

な
る
が
︑
諸
侯
王
墓
が
ど
の
よ
う
な
特
�
を
備
え
た
墓
葬
で
あ
っ
た
の
か
︑
こ
の
點
を
示
す
&
料
は
皆
無
に
0
い
︒
そ
こ
で
先
行
硏
究
の
多
く

は
︑
:
の
﹃
漢
書
﹄
卷
六
八
霍
光
傳
を
參
考
に
︑
諸
侯
王
墓
特
�
の
�
素
を
;
き
出
し
て
い
る
︒
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＊劉<志著書 36 頁1載圖 2-3 を參考に作成
＊アラビア數字は【表一】と對應

【圖一】 �漢諸侯王墓の分布
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【表一】 �漢諸侯王墓一覽

＊劉瑞・劉濤著書上>第二違、劉<志著書第二違第一?、d (9) 1揭村元著書表一
(144〜146 頁) を基に、本稿に必�な5報のみを抽出して作成した。

＊5報が不8な部分は空欄にしてある。玉衣・題湊欄は兩葬具の出土の�無を示すが、
黃腸題湊の特定に論爭のある事例は△とした。

地圖 名 稱 場 1 >號 盜掘 形態 玉衣 題湊 王國

1 大葆臺漢墓 北京市
M1 � 土石 ○ ○

燕/廣陽
M2 � 土石 ○ ○

2 老山漢墓 北京市 土石 × ○ 燕

3 滿城漢墓 河北省保定市
M1 崖洞 ○ ×

中山
M2 崖洞 ○ ×

4 定縣漢墓 河北省定州市 M40 � 土石 ○ ○ 中山

5 三盤山漢墓 河北省定州市
M121 土石

中山
M122 土石

6 獻縣漢墓 河北省滄州市
M36 � 土石 × △

河閒
土石

7 小沿村漢墓 河北省石家莊市 土石 × △ 趙

8 北怨城漢墓 河北省鹿泉市
M1 � 石室 ×

常山
M2 � 土石 ○

9 高莊漢墓 河北省鹿泉市 M1 土石 × △ 常山

10 車騎關漢墓 河北省邯鄲市
M1 石室 △

趙
M3

11 大武漢墓 山東省淄F市 土石 齊

12 東圈漢墓 山東省濰坊市 M1 � 崖洞 × × 菑川

13 香山漢墓 山東省靑州市 土石 菑川

14 危山漢墓 山東省違丘市 土石 濟南

15 洛莊漢墓 山東省違丘市 土石 呂

16 雙H山漢墓 山東省濟南市
M1 崖洞 ○ ×

濟北
M2 崖洞 ×

17 九龍山漢墓 山東省曲阜市

M2 崖洞 × ×

魯
M3 崖洞 ○ ×

M4 崖洞 × ×

M5 崖洞 × ×

18 紅土山漢墓 山東省荷澤市 � 石室 × × 山陽/昌邑

19 金山廢冢 山東省荷澤市 崖洞 昌邑

20 北洞山漢墓 江蘇省徐州市 � 崖洞 ○ × 楚

21 獅子山漢墓 江蘇省徐州市 � 崖洞 ○ × 楚

22 駄籃山漢墓 江蘇省徐州市
M1 � 崖洞 × ×

楚
M2 � 崖洞 × ×

23 4山漢墓 江蘇省徐州市
M1 � 崖洞 × ×

楚
M2 � 崖洞 × ×
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24 東洞山漢墓 江蘇省徐州市

M1 � 崖洞 ○ ×

楚M2 � 崖洞 × ×

M3 � 崖洞 × ×

25 南洞山漢墓 江蘇省徐州市
M1 � 崖洞 ×

楚
M2 � 崖洞 ×

26 卧牛山漢墓 江蘇省徐州市 崖洞 × × 楚

27 楚王山漢墓 江蘇省徐州市 崖洞 × × 楚

28 保安山漢墓 河南省永城市

M1 � 崖洞 × ×

梁M2 � 崖洞 ○ ×

M3 土石 ○

29 柿園漢墓 河南省永城市 崖洞 ○ × 梁

30 僖山漢墓 河南省永城市
M1 � 石室 ○ ×

梁
M2 � 石室 ○ ×

31 窯山漢墓 河南省永城市
M1 � 石室 ○ ×

梁
M2 � 石室 ○ ×

32 夫子山漢墓 河南省永城市
M1 崖洞 ○

梁
M2 � 崖洞 ×

33 鐵角山漢墓 河南省永城市
M1 � 崖洞 ×

梁
M2 崖洞

34 南山漢墓 河南省永城市
M1 崖洞 ×

梁
M2 崖洞

35 黃土山漢墓 河南省永城市
M1 � 崖洞 ○ ×

梁
M2 � 崖洞 ○ ×

36 陳墩漢墓 江蘇省宿�市 M1 土石 泗水

37 大靑墩漢墓 江蘇省宿�市 � 土石 泗水

38 天山漢墓 江蘇省高郵市 M1 土石 ○ ○ 廣陵

39 寶女墩漢墓 江蘇省揚州市
M104 土石

廣陵
M105 � 土石

40 大雲山漢墓 江蘇省淮安市
M1 土石 ○ ○

江都
M2 土石 ○

41 雙墩漢墓 安Ã省六安市 M1 � 土石 ○ 六安

42 陡壁山漢墓 湖南省長沙市 � 土石 × × 長沙

43 象K嘴漢墓 湖南省長沙市 土石 × ○ 長沙

44 咸嘉湖漢墓 湖南省長沙市 土石 ○ 長沙

45 L城坡漢墓 湖南省長沙市 土石 × ○ 長沙

46 風篷嶺漢墓 湖南省長沙市 土石 ○ ○ 長沙

47 長沙漢墓 湖南省長沙市 M401 � 土石 長沙
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︑
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光
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︒
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︒
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︒
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と
︑
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①
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︒
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光
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︑
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參
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︑
①
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具
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︑
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︒
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・
銅
糸
)
で
S
い
合
わ
せ
た
死
裝
束
の
こ
と
︒﹃
續
漢
書
﹄
禮
儀
志
下
に
︑

諸
侯
王
・
列
侯
・
始
封
貴
人
・
公
6
薨
ず
れ
ば
︑
皆
な
印
璽
・
玉
柙
銀
縷
を
贈
る
︒

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
諸
侯
王
・
列
侯
な
ど
に
賜
與
さ
れ
た
葬
具
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
事
實
︑
諸
侯
王
墓
か
ら
は
多
く
の
出
土
例
が
あ

り
︑
ま
た
玉
衣
が
發
見
さ
れ
て
お
ら
ず
と
も
︑
盜
掘
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
る
可
能
性
の
高
い
ケ
ー
ス
が
大
多
數
を
占
め
る(8

)
︒
も
と
か
ら
玉
衣

が
副
葬
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
8
白
な
事
例
も
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
場
合
は
墓
6
た
る
諸
侯
王
が
反
亂
や
謀
反
な
ど
の
重
大
な
罪
を
犯
し
て
い

る
可
能
性
が
高
い(9

)
︒
玉
衣
の
�
無
は
諸
侯
王
墓
を
特
定
す
る
上
で
重
�
な
指
標
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒

②

梓
宮

�
字
�
り
に
解
す
れ
ば
﹁
梓
﹂
(和
名
：
キ
サ
サ
ゲ
︒
學
名
：
C
atalpa
ovata)
製
の
棺
椁
を
4
味
す
る
が(10

)
︑﹃
漢
書
﹄
卷
九
七
外
戚
傳
下
に
王
厭

の
奏
言
と
し
て
︑
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共
王
母
(
び
丁
姫
の
棺
皆
な
梓
宮
と
名
づ
け
︑
珠
玉
の
衣
は
藩
妾
の
]
に
非
ず
︒
^
う
ら
く
は
_
め
て
木
棺
を
以
て
代
え
︑
珠
玉
の
衣
を

去
り
︑
丁
姫
を
媵
妾
の
:
に
葬
ら
ん
こ
と
を
︒

と
あ
る
︒
哀
�
の
祖
母

(共
王
母
)
・
生
母

(丁
姫
)
は
い
ず
れ
も
諸
侯
王
の
姫
妾
に
�
ぎ
な
い
が
︑
兩
人
の
a
體
は
玉
衣
を
ま
と
い
︑
棺
椁
は

﹁
梓
宮
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
た
め
︑
王
厭
が
玉
衣
を
除
去
し
て
﹁
木
棺
﹂
に
改
葬
す
る
よ
う
提
言
し
て
い
る
︒﹁
皆
な
梓
宮
と
名
づ
け
﹂
と
い
う

言
い
囘
し
か
ら
す
る
と
︑
棺
椁
の
素
材
や
形
狀
に
關
係
な
く
︑
共
王
母
と
丁
姫
の
棺
椁
を
﹁
梓
宮
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
じ
た
い
を
問
題
視
し
て
い
る

ご
と
く
で
あ
る
︒
事
實
︑
諸
侯
王
墓
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
棺
椁
も
︑
素
材
は
﹁
梓
﹂・﹁
杉
﹂
(
和
名
：
コ
ウ
ヨ
ウ
ザ
ン
︑
學
名
：
C
u
n
n
in
gh
am
ia

lan
ceolata)
・﹁
樟
﹂
(和
名
：
ク
ス
ノ
キ
︑
學
名
：
C
in
n
am
om
u
m
cam
ph
ora)
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で(11

)
︑
形
狀
も
一
重
棺
・
三
重
棺
・
五
重
棺
︑
一
椁

一
棺
・
一
椁
二
棺
・
二
椁
二
棺
・
二
椁
三
棺
な
ど
多
種
多
樣
で
あ
る(12

)
︒
以
上
に
よ
れ
ば
︑﹁
梓
宮
﹂
と
は
あ
く
ま
で
棺
椁
に
對
す
る
呼
稱
に
�

ぎ
ず
︑
諸
侯
王
の
棺
椁
に
共
�
す
る
規
格
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
棺
椁
の
素
材
や
形
狀
は
︑
諸
侯
王
墓
を
特
定
す

る
上
で
あ
ま
り
重
�
な
指
標
に
は
な
り
得
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

③

O
P

實
際
の
墓
葬
の
中
で
ど
の
部
分
を
指
す
の
か
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
諸
說
あ
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
七
〇
陳
湯
傳
に
は
︑
成
�
の
陵
墓

(=

昌
陵
)

�
營
に
反
對
す
る
群
臣
の
言
と
し
て
︑

昌
陵
卑
き
に
因
り
て
高
き
を
爲
し
︑
土
を
積
み
て
山
と
爲
す
︒
度
る
に
O
P
m
お
�
地
の
上
に
在
れ
ば
︑
客
土
の
中
に
て
幽
冥
の
靈
を
保

た
ず
︑
外
に
淺
く
し
て
固
か
ら
ざ
ら
ん
︒
卒
徒
工
庸
鉅
萬
を
以
て
數
え
︑
脂
火
を
㸐
し
て
夜
作
す
る
に
至
り
︑
土
を
東
山
よ
り
取
る
も
︑

且
に
穀
と
賈
を
同
じ
う
せ
ん
と
す
︒

と
あ
り
︑
低
地
に
位
置
す
る
昌
陵
で
は
﹁
O
P
﹂
を
地
表
の
上
に
�
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
︑﹁
幽
冥
の
靈
﹂
が
外
に
出
て
き
て
し
ま

う
︑
と
営
べ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
O
P
﹂
と
は
﹁
幽
冥
の
靈
﹂︑
す
な
わ
ち
死
者
の
靈
魂
が
安
置
さ
れ
た
場
1
を
指
す
こ
と
に
な
る
︒
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諸
侯
王
墓
の
う
ち
特
に
竪
穴
墓
に
は
︑
棺
椁
の
安
置
さ
れ
た
空
閒
を
コ
の
字
狀
の
木
壁
が
め
ぐ
っ
て
い
る
例
が
あ
る
が(

13
)

︑﹁
O
P
﹂
と
は
そ
の

よ
う
な
棺
椁
設
置
場
1

(棺
P
)
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
他
に
も
︑
�
室
を
指
す
と
す
る
說
や
︑
副
葬
品
を
�
置
す
る
場
1
と
す

る
說
も
あ
っ
て
定
見
は
な
く(14

)
︑
ゆ
え
に
諸
侯
王
墓
を
特
定
す
る
指
標
と
は
な
り
得
な
い
︒

④

黃
腸
題
湊

棺
椁
の
周
圍
を
め
ぐ
る
木
製
の
o
壁
の
こ
と
︒﹁
黃
腸
﹂
と
は
﹁
柏
木
﹂
(和
名
：
シ
ダ
レ
イ
ト
ス
ギ
︑
學
名
：
C
u
pressu
s
fu
n
ebris)
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
い
る
狀
態
を
指
し
︑﹁
題
湊
﹂
と
は
そ
れ
ら
の
木
材
が
小
口
を
內
側
に
向
け
て
整
然
と
竝
べ
ら
れ
て
い
る
樣
子
を
4
味
す
る(15

)
︒
實
際

の
諸
侯
王
墓
か
ら
は
十
例
ほ
ど
發
見
さ
れ
て
お
り
︑
ま
さ
に
諸
侯
王
墓
特
�
の
葬
具
と
言
え
る
が
︑
黃
腸
題
湊
が
出
た
墓
葬
は
い
ず
れ
も
竪
穴

墓

(特
に
土
石
坑
墓
)
で
あ
り
︑
橫
穴
墓
か
ら
は
一
例
た
り
と
も
發
見
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
黃
腸
題
湊
と
は
封
土
の
壓
力
か
ら
棺
椁

を
保
護
す
る
た
め
の
葬
具
で
あ
る
か
ら(16

)
︑
墓
穴
を
埋
め
戾
す
必
�
の
な
い
橫
穴
墓
や
︑
6
室
の
周
圍
が
す
で
に
石
板
で
舖
裝
さ
れ
て
い
る
石
室

墓
に
は
不
必
�
な
代
物
で
あ
る
︒
あ
く
ま
で
竪
穴
墓
に
特
�
の
葬
具
で
あ
っ
て
︑
あ
ら
ゆ
る
諸
侯
王
墓
を
特
定
す
る
た
め
の
9
斷
材
料
に
な
り

得
な
い
點
に
は
︑
/
4
が
必
�
で
あ
る
︒

⑤

樅
木
外
臧
椁

墓
內
の
副
葬
品
�
置
場
1
を
指
す
と
す
る
說
か
ら
︑
墓
外
に
設
け
ら
れ
た
陪
葬
墓
や
陪
葬
坑
な
ど
の
附
屬
施
設
の
總
稱
と
す
る
說
ま
で
︑
そ

の
4
味
に
つ
い
て
實
に
多
く
の
說
が
あ
る(17

)
︒
霍
光
傳
で
は
①
～
④
を
﹁
各
〃
一
具
﹂
と
す
る
の
に
對
し
︑
こ
の
﹁
樅
木
外
臧
椁
﹂
の
み
﹁
十
五

具
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
一
つ
の
墓
葬
に
複
數
設
け
ら
れ
た
葬
具
の
總
稱
ら
し
い
こ
と
は
窺
え
る
が
︑
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
詳
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
︒
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以
上
︑
諸
侯
王
墓
特
�
の
�
素
と
見
ら
れ
る
①
～
⑤
に
つ
い
て
整
理
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
②
・
③
は
諸
侯
王
墓
特
�
の
も
の
と
は
t
め
ら
れ

ず
︑
⑤
は
語
義
じ
た
い
が
不
8
瞭
で
あ
る
が
︑
①
玉
衣
と
④
黃
腸
題
湊
に
關
し
て
は
確
か
に
諸
侯
王
墓
を
9
定
す
る
際
の
重
�
な
指
標
に
な
り

そ
う
で
あ
る
︒

た
だ
し
先
営
の
よ
う
に
︑
④
黃
腸
題
湊
は
竪
穴
の
諸
侯
王
墓
に
し
か
見
ら
れ
な
い
葬
具
で
あ
る
︒
假
に
諸
侯
王
墓
特
�
の
葬
具
セ
ッ
ト
の
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
實
際
に
發
見
さ
れ
た
諸
侯
王
墓
に
は
竪
穴
墓
と
橫
穴
墓
と
い
う
決
定
�
な
形
態
上
の
u
い
が
あ
り
︑
し
か
も

そ
れ
が
葬
具
の
內
容
に
ま
で
影
'
を
與
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
同
じ
諸
侯
王
と
い
う
地
位
に
あ
る
者
の
墓
葬
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ

た
く
衣
な
る
特
�
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
を
﹁
諸
侯
王
墓
﹂
と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
4
味
す
ら
搖
ら
ぎ
か
ね
な
い
︒
こ
の
こ
と
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
:
に
︑
諸
侯
王
墓
の
形
態
上
の
差
衣
︑
と
り
わ
け
竪
穴
墓
と
橫
穴
墓
の
u
い
に
目
を
向
け
て

み
た
い
︒

二
︑
竪
穴
墓
と
橫
穴
墓

�
漢
の
諸
侯
王
墓
は
竪
穴
墓
と
橫
穴
墓
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
が
︑
竪
穴
墓
は
さ
ら
に
土
石
坑
墓
と
石
室
墓
に
分
か
れ
る
︒
ま
ず
は
そ
れ
ぞ

れ
の
�
�
上
の
差
衣
に
つ
い
て
整
理
し
た
い(18

)
︒

竪
穴
土
石
坑
墓
は
︑
地
表
に
竪
穴
を
掘
り
︑
そ
こ
に
一
條
な
い
し
二
條
の
墓
v
を
設
け
︑
そ
の
墓
v
か
ら
棺
椁
や
副
葬
品
を
埋
葬
す
る
形
式

の
墓
葬
で
︑
埋
葬
完
了
後
は
竪
穴
を
埋
め
戾
し
︑
表
面
に
墳
土
が
盛
ら
れ
る
︒
棺
椁
の
周
圍
は
黃
腸
題
湊
な
ど
の
諸
施
設
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
︑

副
葬
品
は
棺
椁
の
內
部
や
︑
黃
腸
題
湊
と
棺
椁
の
閒
に
で
き
た
空
閒
に
�
置
さ
れ
る
︒
先
秦
以
來
の
�
も
傳
瓜
�
な
墓
葬
と
目
さ
れ
︑
時
に
黃

腸
題
湊
墓
と
も
呼
稱
さ
れ
る
︒

こ
の
竪
穴
土
石
坑
墓
の
發
展
型
と
も
言
う
べ
き
墓
葬
が
石
室
墓
で
あ
る
︒
地
表
に
竪
穴
を
掘
っ
た
後
︑
そ
の
竪
穴
の
周
圍
を
石
版
で
舖
裝
し
︑

內
部
に
棺
椁
や
副
葬
品
を
安
置
す
る
︒
黃
腸
題
湊
は
必
�
と
さ
れ
な
い
︒
�
漢
後
�
の
墓
葬
に
多
い
形
態
で
あ
る
︒
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他
方
︑
橫
穴
墓
は
崖
洞
墓
と
呼
ば
れ
る
︒
山
の
中
腹
に
橫
穴
を
掘
り
︑
�
奧
の
6
室
に
棺
椁
を
安
置
す
る
が
︑
他
に
も
多
數
の
耳
室
や
側
室

を
設
け
︑
副
葬
品
を
�
置
す
る
︒
�
獻
中
で
は
︑
�
�
が
自
ら
の
陵
墓
�
營
に
際
し
て
﹁
山
川
其
の
故
に
因
り
︑
改
む
る
1
�
る
毋
れ
﹂
と
命

じ
て
お
り
︑
こ
れ
に
つ
い
て
應
劭
が
﹁
山
に
因
り
て
藏
と
爲
す
﹂
墓
葬
と
附
/
し
て
い
る
が(19

)
︑
こ
の
�
言
が
橫
穴
崖
洞
墓
を
言
い
表
し
た
も
の

と
解
さ
れ
て
い
る(20

)
︒

以
上
が
諸
侯
王
墓
の
三
類
型
で
あ
る
が
︑
先
行
硏
究
で
は
竪
穴
墓
が
先
秦
以
來
の
傳
瓜
�
な
墓
葬
で
あ
る
の
に
對
し
︑
橫
穴
墓
は
漢
代
に

な
っ
て
登
場
し
た
比
�
�
怨
し
い
墓
葬
と
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
�
口
隆
康
・
羅
二
虎
兩
氏
は
︑
橫
穴
墓
が
死
者
の
生
�
の
生
活
を
墓
中

に
再
現
す
る
思
想
と
と
も
に
漢
代
に
な
っ
て
出
現
し
た
と
す
る(21

)
︒
ま
た
黃
曉
芬
氏
は
︑
先
秦
�
に
お
い
て
は
死
者
を
地
中
に
密
閉
し
て
埋
葬
す

る
椁
墓
が
6
液
で
あ
っ
た
が
︑
戰
國
時
代
の
楚
墓
か
ら
棺
椁
に
孔
や
�
を
設
け
︑
死
者
の
靈
魂
が
墓
中
を
自
由
に
移
動
で
き
る
よ
う
に
し
た
墓

葬
︑
す
な
わ
ち
室
墓
の
先
驅
と
も
言
う
べ
き
墓
葬
が
登
場
す
る
と
い
う
︒
そ
し
て
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
︑
棺
椁
を
安
置
し
た
6
室
の
外
側
に

玄
門
と
�
室
を
設
け
︑
そ
こ
で
祭
祀
を
執
り
行
う
と
い
う
祖
先
祭
祀
の
發
展
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
傾
向
が
漢
代
を
�
じ
て
儒
敎
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
�
(
と
と
も
に
强
 
・
發
展
し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る(22

)
︒
他
方
︑
孟
强
・
劉
照
円
・
周
學
鷹
諸
氏
は
︑
江
蘇
省
徐
州
市
周
邊
で
發
見
さ
れ
た

楚
王
墓
群
の
>
年
を
試
み
る
中
で
︑
楚
王
山
漢
墓
や
獅
子
山
漢
墓
に
竪
穴
墓
の
殘
滓
が
t
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(23

)
︒
い
ず
れ
も
︑
橫

穴
崖
洞
墓
を
竪
穴
墓
よ
り
怨
し
い
墓
葬
と
見
る
點
で
共
�
し
て
い
る
が
︑
兩
者
が
8
確
な
繼
承
關
係
に
あ
る
こ
と
︑
つ
ま
り
は
橫
穴
墓
が
竪
穴

墓
の
發
展
形
態
と
し
て
登
場
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
點
に
も
/
目
さ
れ
る
︒

た
だ
し
︑
竪
穴
墓
と
橫
穴
墓
の
分
布
地
域
に
8
確
な
{
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
事
實
で
あ
る
︒︻
圖
一
︼
に
よ
る
と
︑
橫
穴
墓
は
楚
・
梁
を

中
心
と
す
る
淮
北
地
域
と
そ
の
周
邊
に
て
集
中
�
に
發
見
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
の
地
域
の
諸
侯
王
墓
は
お
お
よ
そ
竪
穴
墓
と
し
て
�
營

さ
れ
て
い
る
︒
橫
穴
墓
が
竪
穴
墓
の
發
展
形
と
し
て
登
場
し
た
と
し
て
も
︑
橫
穴
墓
の
�
營
に
は
地
理
�
な
制
|
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
︒
事
實
︑
周
學
鷹
氏
は
︑
淮
北
地
域
は
地
下
水
位
が
高
い
た
め
に
竪
穴
墓
を
�
營
し
に
く
く
︑
そ
れ
ゆ
え
に
當
該
地
で
橫
穴
墓
が
發
展
し

た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る(24

)
︒
各
地
の
諸
侯
王
墓
が
ど
の
よ
う
な
形
態
の
墓
葬
と
し
て
�
營
さ
れ
る
の
か
は
︑
時
代
の
早
晚
の
み
な
ら
ず
︑
�
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營
地
の
地
理
や
~
俗
な
ど
︑
複
數
の
�
因
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
た
と
目
さ
れ
る
︒

す
る
と
︑
諸
侯
王
墓
の
形
態
は
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
諸
侯
王
の
政
治
�
立
場
︑
引
い
て
は
王
國
じ
た
い
の
位
置
づ
け
を
多
少
な
り
と
も
反
映

し
て
い
る
可
能
性
が
出
て
く
る
︒
劉
瑞
・
劉
濤
氏
に
よ
る
と
︑
大
多
數
の
諸
侯
王
墓
は
墓
6
た
る
諸
侯
王
が
生
�
に
�
營
し
た
︑
い
わ
ゆ
る
壽

陵
と
し
て
�
營
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う(25

)
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
諸
侯
王
は
卽
位
後
閒
も
な
く
自
ら
の
陵
墓
を
�
營
す
る
に
あ
た

り
︑
ど
の
場
1
に
︑
い
か
な
る
形
態
の
墓
葬
を
︑
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
で
�
營
す
る
の
か
︑
こ
れ
ら
を
決
斷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に

な
る
︒
無
論
︑
諸
侯
王
の
一
存
だ
け
で
そ
れ
ら
を
決
定
し
得
た
の
か
否
か
も
問
題
と
な
る
が
︑
現
在
發
見
さ
れ
て
い
る
各
地
の
諸
侯
王
墓
が
多

種
多
樣
な
形
態
を
�
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
﹁
諸
侯
王
墓
﹂
と
し
て
の
瓜
一
性
よ
り
︑
各
王
國
獨
自
の
地
域
性
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
地
域
性
の
部
分
を
掘
り
下
げ
て
檢
討
し
て
い
く
こ
と
で
︑
各
墓
葬
に
埋
葬
さ
れ
た
諸
侯
王
の
政
治
�
立

場
︑
と
り
わ
け
王
國
內
部
に
お
け
る
彼
ら
の
活
動
の
實
態
を
多
少
な
り
と
も
�
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

以
下
で
は
︑
こ
れ
ま
で
営
べ
て
き
た
基
礎
�
事
項
を
も
と
に
︑
中
山
靖
王
劉



(
位
：
景
�
三
年
～
武
�
元
鼎
四
年
)
の
墓
葬
と
考
え
ら
れ
て

い
る
滿
城
漢
墓
を
取
り
上
げ
︑
そ
こ
か
ら
劉


の
政
治
�
立
場
に
關
す
る
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
試
み
て
み
た
い
︒

三
︑
滿
城
漢
墓
の
槪
�
と
そ
の
特
衣
性

滿
城
漢
墓
は
︑
一
九
六
八
年
五
�
に
河
北
省
滿
城
縣

(現
保
定
市
滿
城
區
)
西
郊
の
陵
山
山
頂
附
0
で
發
見
さ
れ
た
大
型
橫
穴
崖
洞
墓
で
あ

る
︒
ほ
ぼ
同
規
模
の
墓
葬
が
南
北
に
聯
な
っ
て
二
基
發
見
さ
れ
︑
南
側
が
M
1
︑
北
側
が
M
2
と
>
號
さ
れ
た
︒
兩
墓
は
|
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

離
れ
て
い
る
︒
M
1
の
內
部
は
︑
墓
v
・
甬
v
・
中
室
・
6
室
が
南
東
か
ら
北
西
へ
一
直
線
に
竝
び
︑
そ
の
*
長
は
|
二
五
メ
ー
ト
ル
︒
甬
v

に
は
北
東
か
ら
南
西
へ
*
長
|
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
北
耳
室
・
南
耳
室
が
設
け
ら
れ
︑
�
奧
の
6
室
の
周
圍
に
は
囘
�
が
掘
ら
れ
て
い
る
︒
M
2

も
墓
v
・
甬
v
・
中
室
が
東
か
ら
西
へ
一
直
線
に
竝
び
︑
*
長
は
|
二
五
メ
ー
ト
ル
︑
甬
v
に
*
長
|
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
北
耳
室
・
南
耳
室
が

掘
ら
れ
る
と
い
う
ほ
ぼ
同
樣
の
�
�
を
�
る
が
︑
6
室
は
�
奧
の
中
室
の
南
側
に
設
け
ら
れ
︑
M
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
囘
�
は
存
在
し
な
い
︒
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墓
內
の
總
容
積
は
M
1
が
|
二
七
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
︑
M
2
が
|
三
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

(︻
圖
二(
26
)

︼)
︒

M
1
・
M
2
と
も
に
未
盜
掘
の
狀
態
で
發
見
さ
れ
た
た
め
︑
內
部
か
ら
は
保
存
狀
態
の
よ
い
副
葬
品
が
大
量
に
出
土
し
た
︒
中
で
も
目
を
引

く
の
が
6
室
で
發
見
さ
れ
た
金
縷
玉
衣
で
あ
り
︑
M
1
か
ら
は
男
性
用
︑
M
2
か
ら
は
女
性
用
の
玉
衣
が
完
*
に
復
原
可
能
な
狀
態
で
見
つ

か
っ
て
い
る
︒
他
に
も
土
器
・
漆
器
・
銅
器
・
鐵
器
な
ど
が
兩
墓
合
わ
せ
て
二
千
點
以
上
出
土
し
た
が
︑
う
ち
銅
器
に
は
﹁
中
山
﹂
の
銘
�
が

多
く
見
え
る
︒
例
え
ば
︑
M
1
中
室
で
發
見
さ
れ
た
﹁
中
山
內
府
鍾
﹂
(1
:4108)
は
高
さ
四
五
．
三
セ
ン
チ
の
酒
壼
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
腹

に
は
︑中

山
內
府
鍾
一
︒
容
十
斗
重
□
︒
卅
六
年
︑
工
閏
國
�
︒

と
あ
り
︑﹁
中
山
﹂
と
い
う
字
句
の
他
に
﹁
卅
六
年
﹂
と
い
う
紀
年
が
見
え
る(27

)
︒
同
樣
の
紀
年
は
同
じ
く
M
1
中
室
で
發
見
さ
れ
た
﹁
中
山
內
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府
鈁
﹂
(1
:4326︑
高
さ
三
六
セ
ン
チ
)
の
頸
部
に
も
︑

中
山
內
府
銅
鈁
一
︒
容
四
斗
︑
重
十
五
斤
八
兩
︒
第
一
︒
卅
四
年
︑
中
郞
柳
市
雒
陽
︒

と
見
え
る(28

)
︒﹁
中
山
﹂
が
王
國
名
を
指
す
と
す
れ
ば
︑﹁
卅
六
年
﹂・﹁
卅
四
年
﹂
と
い
う
紀
年
は
墓
6
た
る
中
山
王
の
在
位
年
數
と
考
え
ら
れ
る

が
︑
�
漢
の
歷
代
中
山
王
の
う
ち
︑
三
十
年
以
上
在
位
し
た
の
は
初
代
の
靖
王
劉


し
か
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
M
1
の
墓
6
は
劉


と
い

う
こ
と
に
な
る(29

)
︒
す
る
と
︑
M
2
の
墓
6
は
劉


の
王
后
の
墓
と
推
測
さ
れ
︑
そ
の
こ
と
は
M
2
出
土
の
玉
衣
が
女
性
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
傍

證
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
M
2
の
6
室
か
ら
は
兩
面
に
﹁
竇
綰
﹂・﹁
竇
君
須
﹂
と
刻
ま
れ
た
方
形
の
銅
印

(2
:4058)
が
發
見
さ
れ
て
お
り
︑
彼
女

の
姓
名
が
知
ら
れ
る(30

)
︒

以
上
が
滿
城
漢
墓
の
ご
く
大
ま
か
な
槪
�
で
あ
る
︒
一
九
六
八
年
當
時
︑
�
漢
の
大
型
墓
が
現
在
ほ
ど
多
く
は
發
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
︑
滿
城
漢
墓
の
發
見
は
國
內
外
の
メ
デ
ィ
ア
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た(31

)
︒
現
在
で
も
︑
�
漢
諸
侯
王
墓
の
壯
麗
さ
を
示
す
好
例
と

し
て
取
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
以
影
︑
他
の
地
域
で
諸
侯
王
墓
が
陸
續
と
發
見
さ
れ
る
中
︑
こ
の
滿
城
漢
墓
が
諸
侯
王
墓
の
中
で

も
特
衣
な
性
格
を
持
つ
墓
葬
で
あ
る
こ
と
が
8
ら
か
と
な
っ
て
き
た
︒
以
下
︑
滿
城
漢
墓
の
特
に
立
地
上
の
特
衣
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒

ま
ず
/
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
滿
城
漢
墓
が
河
北
で
發
見
さ
れ
た
大
型
墓
の
う
ち
︑
唯
一
の
橫
穴
崖
洞
墓
で
あ
る
と
い
う
點
で
あ
る
︒
先
営
の

よ
う
に
︑
�
漢
の
諸
侯
王
墓
は
竪
穴
墓
と
橫
穴
墓
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
が
︑
兩
者
の
分
布
地
域
に
は
8
ら
か
な
{
り
が
見
ら
れ
た
︒
と
り
わ

け
橫
穴
墓
は
︑
淮
北
地
域
の
楚
・
梁
に
て
集
中
�
に
發
見
さ
れ
て
い
る
が
︑
唯
一
の
例
外
が
こ
の
滿
城
漢
墓
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
つ
と
に
劉

瑞
・
劉
濤
氏
や
村
元
永
一
氏
が
言
(
し
て
い
る
他(32

)
︑
劉
<
志
氏
は
そ
の
�
因
に
つ
い
て
諸
侯
王
國
閒
の
�
液
を
示
す
も
の
と
推
測
し
て
い
る(33

)
︒

ま
た
︑
漢
代
の
�
墓
技
�
と
そ
の
地
域
�
特
�
に
つ
い
て
檢
討
し
た
上
野
祥
&
氏
は
︑
漢
墓
*
體
の
分
布
傾
向
を
踏
ま
え
︑
さ
ら
に
具
體
�
な

說
を
提
示
し
て
い
る(34

)
︒
す
な
わ
ち
上
野
氏
は
︑
漢
代
の
�
墓
技
�
を
埋
葬
6
體
部
成
形
技
�
(
墓
葬
の
地
質
)
と
埋
葬
6
體
部
�
築
技
�
(墓

葬
內
部
施
設
の
素
材
)
に
大
き
く
二
分
し
た
上
で
︑
�
者
を
土
質
成
形
系
・
岩
質
成
形
系
︑
後
者
を
木
築
系
・
石
築
系
・
空
心
磚
築
系
・
磚
築
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系
に
分
類
し
︑
各
カ
テ
ゴ
リ
に
當
て
は
ま
る
墓
葬
の
地
域
分
布
を
大
型
墓
・
中
小
型
墓
ご
と
に
圖
示
し
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
を
基
に
︑
�

墓
技
�
を
共
�
す
る
八
つ
の
地
域
圈
を
抽
出
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
關
係
性
に
つ
い
て
檢
討
し
て
い
る
︒
上
野
氏
の
分
類
に
よ
れ
ば
︑
橫
穴
崖
洞
墓

は
岩
質
成
形
系
に
該
當
し
︑
そ
の
6
た
る
分
布
地
域

(C
地
域
)
は
淮
北
地
域

(�
漢
代
の
楚
・
梁
)
に
相
當
す
る
︒
そ
こ
で
は
木
築
系
・
磚
築

系
の
墓
葬
が
少
な
く
︑
石
築
系
が
6
で
あ
る
と
い
う
︒
對
し
て
滿
城
漢
墓
の
位
置
す
る
河
北
は
上
野
氏
の
言
う
Ea
地
域
に
相
當
す
る
が
︑
木
築

系
の
墓
葬
が
6
と
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
上
野
氏
は
︑
大
型
墓
の
�
營
技
�
の
特
�
に
つ
い
て
觸
れ
る
中
で
︑
C
地
域
に
多
く
見
ら
れ
る
岩
質
成
形

系
の
大
型
墓

(橫
穴
崖
洞
墓
)
は
︑
そ
の
被
葬
者
た
る
諸
侯
王
が
地
域
に
內
在
�
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
︑
奄
言
す
れ
ば
當
地
の
諸
侯

王
が
在
地
で
液
行
し
て
い
た
�
墓
技
�
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
自
ら
の
陵
墓
を
�
營
し
た
と
推
測
す
る
︒
對
し
て
滿
城
漢
墓
は
︑
Ea
地
域
に
多
く

見
ら
れ
る
土
質
木
築
系
の
�
墓
技
�
を
あ
え
て
用
い
ず
︑
C
地
域
か
ら
持
ち
�
ま
れ
た
外
來
の
技
�
を
用
い
て
�
營
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る
︒
滿
城
漢
墓
が
諸
侯
王
墓
を
始
め
と
す
る
大
型
墓
の
み
な
ら
ず
︑
中
小
墓
を
含
む
�
漢
墓
*
體
の
分
布
傾
向
か
ら
見
て
も
︑
衣
質
な
存

在
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
︒

實
際
︑
河
北
で
發
見
さ
れ
て
い
る
諸
侯
王
墓
は
︑
滿
城
漢
墓
を
除
い
て
い
ず
れ
も
竪
穴
墓
で
あ
る
︒
中
で
も
︑
一
九
六
五
年
に
河
北
省
定
縣

(現
定
州
市
)
で
發
見
さ
れ
た
三
盤
山
漢
墓
は
︑﹁
中
山
﹂
封
泥
や
﹁
中
山
內
府
﹂
銅
鍾
︑﹁
劉
驕
君
﹂・﹁
劉
展
世
﹂
銅
印
︑
美
麗
な
裝
�
の
施
さ

れ
た
車
蓋
な
ど
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
が
︑
竪
穴
墓
で
あ
る(35

)
︒
一
九
七
五
年
五
�
に
同
じ
く
定
縣
で
發
見
さ
れ
た
定
縣
漢
墓
も
︑
黃
腸
題
湊
と
金

鏤
玉
衣
を
�
う
竪
穴
の
諸
侯
王
墓
で
あ
る(36

)
︒
兩
墓
は
い
ず
れ
も
中
山
王
墓
と
見
ら
れ
︑
墓
6
は
三
盤
山
漢
墓
が
二
代
哀
王
劉
昌

(位
：
武
�
元

鼎
五
年
～
六
年
)
な
い
し
は
三
代
康
王
劉
昆
侈

(位
：
武
�
元
封
元
年
～
征
和
三
年
)
︑
定
縣
漢
墓
が
六
代
懷
王
劉
修

(
位
：
宣
�
地
?
元
年
～
五
鳳
三

年
)
と
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
靖
王
劉


の
子
孫
に
あ
た
る
が
︑
そ
う
な
る
と
歷
代
中
山
王
墓
は
︑
初
代
劉


の
陵
墓
こ
そ
橫
穴
崖
洞
墓
を

�
用
し
た
が
︑
二
代
以
影
の
王
の
陵
墓
は
竪
穴
墓
と
し
て
�
營
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
同
じ
中
山
王
墓
の
中
に
あ
っ
て
︑
な
に
ゆ
え
滿
城
漢
墓

だ
け
が
橫
穴
崖
洞
墓
と
し
て
�
營
さ
れ
た
の
か
︒
上
野
氏
の
言
う
﹁
外
來
の
技
�
﹂
も
含
め
︑
問
題
視
す
る
必
�
が
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
上
記
三
基
の
中
山
王
墓
の
立
地
に
つ
い
て
も
不
可
解
な
點
が
あ
る
︒
三
盤
山
漢
墓
と
定
縣
漢
墓
の
1
在
す
る
河
北
省
定
州
市
は
�
漢
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代
の
盧
奴
縣
で
あ
り
︑
中
山
王
國
の
國
都
に
あ
た
る
︒
そ
の
盧
奴
縣
は
︑
中
山
王
國
中
部
を
北
西
か
ら
南
東
へ
橫
斷
す
る
滱
水
中
液
域
に
位
置

す
る
が
︑
:
の
﹃
水
經
/
﹄
卷
一
一
滱
水
條
か
ら
は
︑
盧
奴
縣
周
邊
に
�
漢
中
山
王
墓
の
點
在
す
る
樣
子
が
見
て
取
れ
る
︒

滱
水

印
た
東
し
て
京
丘
の
北
を
逕
︑
世
に
之
を
京
陵
と
謂
う
︒
南
は
漢
の
中
山
頃
王
陵
に
對
す
︒
滱
水

北
の
か
た
君
子
岸
に
對
し
︑
岸

上
に
哀
王
の
子
憲
王
の
陵
�
り
︒
⁝
(中
略
)
⁝
滱
水

印
た
東
し
て
白
土
の
北
を
逕
︑
南
は
卽
ち
靖
王
の
子
康
王
の
陵
︒
三
墳
竝
列
す
る

者
は
是
れ
な
り
︒
⁝
(中
略
)
⁝
滱
水
︑
印
た
東
し
て
漢
の
哀
王
陵
の
北
を
逕
り
︑
冢
に
二
墳
�
り
︒
故
に
世
に
之
を
兩
女
陵
と
謂
う
は
︑

非
な
り
︒
哀
王
は
是
れ
靖
王
の
孫
康
王
の
子
な
り
︒

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
二
代
哀
王
劉
昌
・
三
代
康
王
劉
昆
侈
・
四
代
頃
王
劉
輔
・
五
代
憲
王
劉
福
の
陵
墓
が
滱
水
の
河
v
を
跡
づ
け
る
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
と
し
て
列
擧
さ
れ
て
い
る(37

)
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
初
代
靖
王
劉


墓
に
關
す
る
記
営
は
見
ら
れ
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
滿
城
漢
墓
は
人
民
解

放
軍
に
よ
っ
て
工
事
の
+
中
に
偶
然
發
見
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
は
劉


墓
が
漢
盧
奴
縣
か
ら
北
へ
|
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た

滿
城
縣
陵
山
で
發
見
さ
れ
る
な
ど
と
は
︑
誰
一
人
と
し
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る(38

)
︒

も
っ
と
も
︑
國
都
か
ら
の
�
離
と
い
う
側
面
だ
け
に
着
目
す
れ
ば
︑
河
南
省
永
城
市
�
碭
群
山
で
發
見
さ
れ
た
梁
王
墓
群
に
も
同
樣
の
特
�

が
t
め
ら
れ
る
︒
現
在
︑
�
漢
梁
王
墓
と
見
ら
れ
る
墓
葬
は
︑
初
代
孝
王
劉
武
の
も
の
と
さ
れ
る
保
安
山
漢
墓
を
始
め
と
し
て
八
箇
1
發
見
さ

れ
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
河
南
省
永
城
市
北
部
の
�
碭
群
山
に
位
置
す
る
︒
當
地
は
梁
王
國
の
國
都
・
睢
陽
縣

(現
河
南
省
商
丘
市
)
か
ら
東

に
|
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
楚
王
墓
群
が
國
都
・
彭
城
縣

(
現
江
蘇
省
徐
州
市
)
の
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圈
內
に
集

中
し
︑
長
沙
王
墓
群
が
や
は
り
國
都
・
臨
湘
縣

(現
湖
南
省
長
沙
市
)
周
邊
に
分
布
し
て
い
る
狀
況
と
は
︑
8
ら
か
に
衣
な
る
︒
た
だ
し
梁
王

墓
群
の
場
合
︑
す
べ
て
の
墓
葬
が
�
碭
群
山
に
集
中
し
て
お
り
︑
國
都
た
る
睢
陽
縣
周
邊
か
ら
は
王
墓
が
一
切
發
見
さ
れ
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑

�
碭
群
山
は
梁
王
家
の
い
わ
ば
王
陵
區
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
對
し
て
中
山
王
墓
の
場
合
︑
國
都
・
盧
奴
縣
周
邊
に
王
墓
が
集
中
し
て
い

る
一
方
︑
劉


だ
け
が
そ
こ
か
ら
�
く
離
れ
た
北
�
縣

(現
保
定
市
滿
城
區
)
西
郊
の
陵
山
に
葬
ら
れ
て
い
る
︒
各
諸
侯
王
國
の
王
墓
の
分
布

傾
向
か
ら
見
て
も
︑
滿
城
漢
墓
の
立
地
は
極
め
て
特
殊
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い(39

)
︒
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で
は
以
上
の
諸
點
よ
り
︑
滿
城
漢
墓
の
�
營
�
�
や
中
山
靖
王
劉


の
立
場
に
つ
い
て
︑
い
か
な
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
︒
こ

の
點
︑
管
見
の
限
り
で
は
發
掘
報
吿
書
や
關
聯
論
�
に
直
接
�
な
手
が
か
り
が
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
滿
城
漢
墓
が
﹁
外
來
の
技
�
﹂
を

用
い
て
�
營
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
上
野
氏
の
指
摘
は
重
�
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
は
﹁
外
來
の
技
�
﹂
を
用
い
て
�
營
さ
れ
た
可

能
性
の
あ
る
他
の
墓
葬
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
︑
さ
ら
な
る
手
が
か
り
を
得
た
い
︒

四
︑
北
莊
漢
墓
の
�
營
�
�

︱
︱
後
漢
中
山
王
國
と
竇
氏
一
族
︱
︱

北
莊
漢
墓
は
︑
一
九
五
九
年
三
�
に
河
南
省
定
縣

(現
定
州
市
)
の
北
一
．五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
北
莊
で
發
見
さ
れ
た
大
型
磚
室
墓
で
あ
る
︒

墓
內
は
︑
南
か
ら
北
へ
墓
v
・
甬
v
・
�
室
・
6
室
が
竝
び
︑
墓
v
の
東
側
に
耳
室
が
附
設
さ
れ
て
い
る
他
︑
6
室
の
周
圍
を
囘
�
が
め
ぐ
っ

て
い
る
︒
6
室
の
規
模
は
︑
南
北
二
六
．七
五
メ
ー
ト
ル
︑
東
西
二
〇
メ
ー
ト
ル
︑
深
さ
は
三
．九
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
︒
各
施
設
の
基
礎
は
磚

(素
燒
き
レ
ン
ガ
)
で
�
築
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
外
側
は
石
隗
で
�
わ
れ
て
い
る
︒
盜
掘
さ
れ
た
痕
跡
が
t
め
ら
れ
る
も
の
の
︑
內
部
か
ら
は

土
器
・
銅
器
・
鐵
器
・
玉
石
器
・
骨
器
な
ど
四
〇
一
點
の
副
葬
品
が
發
見
さ
れ
た
︒
そ
こ
に
は
五
千
を
越
え
る
玉
衣
片
も
含
ま
れ
︑
そ
の
數
片

か
ら
は
﹁
中
山
﹂・﹁
承
詔
名
光
承
﹂
な
ど
の
墨
書
が
確
t
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
銅
製
の
弩
の
部
品
か
ら
は
﹁
円
武
卅
二
年
﹂
の
紀
年
も
t
め

ら
れ
︑
本
墓
葬
が
後
漢
時
代
の
中
山
王
墓
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る(40

)
︒

北
莊
漢
墓
の
墓
6
は
後
漢
の
中
山
鯵
王
劉
焉

(位
：
光
武
�
円
武
十
七
年
～
和
�
永
元
二
年
)
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
劉
焉
の
陵
墓
�
營
に
つ

い
て
は
﹃
後
漢
書
﹄
卷
四
二
光
武
十
王
列
傳
・
中
山
鯵
王
列
傳
に
以
下
の
よ
う
な
記
営
が
あ
る
︒

(劉
焉
)
立
ち
て
五
十
二
年
︑
(和
�
)
永
元
二
年
薨
ず
︒
中
興
自
り
和
�
の
時
に
至
る
ま
で
︑
皇
子
の
始
め
て
封
ぜ
ら
れ
て
薨
ず
る
者
に

は
︑
皆
な
賻
錢
三
千
萬
・
布
三
萬
�
︒
嗣
王
薨
ず
れ
ば
︑
賻
錢
千
萬
・
布
萬
�
︒
是
の
時
︑
竇
太
后
臨
%
し
︑
竇
憲
兄
弟
︑
權
を
擅
に
す
︒

太
后
(
び
憲
等
︑
東
海
の
出
な
り
︒
故
に
焉
に
睦
み
て
禮
を
重
く
し
︑
賻
錢
に
一
億
を
加
え
︑
濟
南
・
東
海
二
王
に
詔
し
て
皆
な
會
せ
し

む
︒
大
い
に
爲
に
冢
塋
を
修
め
︑
神
v
を
開
き
︑
)
人
の
冢
墓
を
�
夷
す
る
こ
と
千
を
以
て
數
え
︑
作
す
る
者
は
萬
餘
人
︒
常
山
・
鉅
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鹿
・
涿
郡
の
柏
黃
腸
の
雜
木
を
發
す
る
も
︑
三
郡
備
う
る
能
わ
ず
︒
復
た
餘
の
州
郡
に
¡
し
︑
工
徒
(
び
¢
致
す
る
者
數
千
人
︒
凡
そ
�

發

六
州
十
八
郡
を
搖
動
し
︑
制
度

餘
國
(
ぶ
こ
と
莫
し
︒

劉
焉
は
光
武
�
と
郭
皇
后
の
閒
に
生
ま
れ
︑
円
武
三
十
年

(後
五
四
)
に
中
山
王
に
封
じ
ら
れ
た
︒
和
�
永
元
二
年

(後
九
〇
)
に
薨
去
す
る

と
︑
當
時
︑
臨
%
稱
制
し
て
い
た
竇
太
后
と
竇
憲
・
竇
篤
は
﹁
東
海
の
出
﹂
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
︑
一
億
も
の
賻
錢
を
£
加
し
た
だ
け
で
な

く
︑
周
邊
の
﹁
六
州
十
八
郡
﹂
か
ら
一
萬
人
以
上
の
人
員
や
木
材
を
�
集
し
て
︑
劉
焉
の
陵
墓
を
�
營
し
た
と
い
う
︒﹁
東
海
の
出
﹂
と
は
︑

竇
氏
兄
妹
が
東
海
恭
王
劉
彊
の
娘
・
沘
陽
公
6
の
子
で
あ
る
こ
と
を
4
味
す
る
が(41

)
︑
劉
彊
は
劉
焉
の
同
母
兄
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
竇
氏
兄
妹
に

と
っ
て
劉
焉
は
外
祖
父
の
弟
に
あ
た
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
多
額
の
費
用
を
散
じ
て
劉
焉
の
陵
墓
�
營
を
手
助
け
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
う
ち
特
に
/
目
さ
れ
る
の
は
︑
劉
焉
の
陵
墓
が
中
山
王
國
だ
け
で
な
く
︑﹁
六
州
十
八
郡
﹂
の
人
員
と
物
.
を
驅
¤
し
て
�
營
さ
れ
た

と
い
う
點
で
あ
る
︒
そ
し
て
北
莊
漢
墓
か
ら
も
︑
當
該
墓
が
中
山
王
國
外
の
人
員
を
用
い
て
�
營
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
.
料
が
發
見
さ
れ
て
い

る
︒
そ
れ
が
磚
室
の
外
側
を
舖
裝
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
石
隗
に
刻
ま
れ
た
�
字
︑
す
な
わ
ち
塞
石
刻
�
で
あ
る
︒
一
例
を
擧
げ
れ
ば
︑

左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

北
�
石
︒
北
怨
城
王
�
伯
作
︒
(16
)

石
隗
の
大
き
さ
は
|
一×

〇
．二
メ
ー
ト
ル
︑
刻
�
は
發
見
さ
れ
た
|
四
〇
〇
〇
個
の
う
ち
一
七
五
個
に
t
め
ら
れ
る(42

)
︒
飯
山
三
九
郞
氏
に
よ

れ
ば
︑
冒
頭
の
﹁
～
～
石
﹂
と
は
石
隗
の
產
地
を
指
し
︑﹁
～
～
作
﹂
は
そ
の
石
隗
を
整
形
し
た
工
人
の
本
貫
と
姓
名
を
示
す(

43
)

︒
上
記
の
例
で

言
え
ば
︑
こ
の
石
隗
は
中
山
王
國
內
の
北
�
縣
に
產
し
︑
涿
郡
北
怨
城
縣
の
工
人
・
王
�
伯
に
よ
っ
て
整
形
さ
れ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
ら
の
產
地
と
工
人
の
本
貫
を
集
計
し
た
も
の
が
︻
表
二
︼
で
あ
る(44

)
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
北
莊
漢
墓
に
用
い
ら
れ
た
石
隗
は
中
山
王
國
內
の

北
�
・
L
都
・
上
曲
陽
・
怨
市
・
毋
極
の
諸
縣
で
產
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
工
人
の
本
貫
は
中
山
王
國
の
み
な
ら
ず
︑
北
東
の
涿
郡
︑
南
西
の

河
東
・
河
內
郡
︑
黃
河
南
岸
の
東
�
國
・
梁
國
・
魯
國
に
(
ん
で
い
る
︒
中
山
鯵
王
列
傳
に
言
う
﹁
六
州
十
八
郡
﹂
に
は
�
く
(
ば
な
い
が
︑

北
莊
漢
墓
の
�
營
に
中
山
王
國
外
の
人
員
が
關
與
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
こ
に
複
數
の
郡
國
か
ら
人
員
を
¡
§
し
得
る
權
力
6
體
︑
つ
ま
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り
は
中
央
政
府
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
讀
み
取
る
こ
と
は
で

き
る
︒

塞
石
刻
�
か
ら
得
ら
れ
る
5
報
は
他
に
も
あ
る
︒
飯
山
氏
は

塞
石
刻
�
に
見
え
る
郡
・
國
・
縣
の
改
廢
時
�
に
つ
い
て
分
析

し
︑
そ
の
年
代
を
違
�
元
和
元
年

(後
八
四
)
八
�
～
同
二
年

(後
八
五
)
一
�
と
推
定
し
て
い
る(45

)
︒
中
山
鯵
王
列
傳
に
は
︑
陵

墓
�
營
が
劉
焉
の
薨
去
後
に
開
始
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
記
さ
れ

て
い
る
が
︑
實
際
に
は
劉
焉
の
生
�
か
ら
壽
陵
と
し
て
�
營
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
竇
憲
が
頭
角
を
現
わ
し
始
め
る
の
は
︑

竇
氏

(後
の
竇
太
后
)
が
立
后
さ
れ
た
円
初
二
年

(後
七
七
)
こ

ろ
か
ら
で
あ
る
の
で(46

)
︑
陵
墓
�
營
が
違
�
�
に
開
始
さ
れ
︑
そ

こ
に
竇
氏
一
族
が
關
與
す
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
︒
ま
た

︻
表
二
︼
に
よ
れ
ば
︑
石
隗
の
|
九
割
は
中
山
王
國
內
の
北
�
・

L
都
二
縣
で
產
し
た
も
の
で
あ
る
︒
現
在
で
も
︑
漢
北
�
縣

(保
定
市
滿
城
區
)
周
邊
は
円
材
用
の
砂
礫
を
多
く
產
す
る
ら
し

い
が
︑
こ
う
し
た
中
山
王
國
北
部
の
地
質
は
︑
岩
質
成
形
系
の

大
型
墓
︑
す
な
わ
ち
橫
穴
崖
洞
墓
の
�
營
に
比
�
�
©
し
て
い

る(47
)

︒
北
莊
漢
墓
の
�
營
時
�
は
滿
城
漢
墓
よ
り
|
二
百
年
後
の

こ
と
で
︑
ま
た
�
漢
と
後
漢
の
中
山
王
家
の
血
瓜
は
か
な
り
離
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【表二】 北莊漢墓の塞石刻�集計 ＊詳細については/ (44) 參照

L都石 85 北�石 69 上曲陽石 5 怨市石 3 無極石 1 梁國石 1 缺 11

中山國工
27人

曲ª 9 安險 4 苦陘 1 上曲陽 2 曲ª 2

盧奴 3 安國 2

¬ 4

東�國工
31人

富成 4 無鹽 2 富成 1

東� 1 東� 6

壽張 6 違 1

違 4 東�陸 3

東�陸 3

魯國工
33人

汶陽 8 薛 2

魯 12 魯 10

卞 1

梁郡/國工
29 人

下邑 6 下邑 4 下邑 1

己氏 2

單父 1

梁郡/國 5 梁郡/國 9 梁國 1

涿郡工 8 人 北怨城 8

河東郡工 1人 �陽 1

河內郡工 2人 山陽 2

缺 44人 19 14 2 1 1 1 6



れ
て
い
る
が
︑
兩
者
に
比
�
し
得
る
點
は
多
い
︒

で
は
︑
北
莊
漢
墓
よ
り
得
ら
れ
た
諸
5
報
を
參
考
に
︑
先
に
見
た
滿
城
漢
墓
の
特
衣
性
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
と
き
︑
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
︒
再
び
�
漢
の
滿
城
漢
墓
に
立
ち
®
っ
て
檢
討
し
て
み
た
い
︒

五
︑
中
山
靖
王
劉


と
竇
氏
一
族

北
莊
漢
墓
よ
り
得
ら
れ
た
知
見
の
う
ち
�
效
な
5
報
と
し
て
は
︑
以
下
の
三
點
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

一
︑
諸
侯
王
墓
�
營
に
際
し
︑
當
該
王
國
外
の
郡
國
よ
り
人
員
や
.
材
を
¡
§
す
る
こ
と
が
あ
り
得
た
こ
と
︒

二
︑
そ
の
場
合
︑
複
數
の
郡
國
よ
り
人
員
や
.
材
を
¡
§
し
得
る
權
力
6
體
︑
す
な
わ
ち
中
央
政
府
が
關
與
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
︒

三
︑
中
山
王
國
北
部
の
地
質
は
岩
質
成
形
系
の
大
型
橫
穴
崖
洞
墓
の
�
營
に
©
し
て
い
る
こ
と
︒

以
上
の
諸
點

(特
に
二
點
目
)
と
︑
滿
城
漢
墓
が
﹁
外
來
の
技
�
﹂
を
用
い
て
�
營
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
上
野
氏
の
指
摘
を
踏
ま

え
た
と
き
︑
ま
ず
も
っ
て
/
目
さ
れ
る
の
が
︑
先
に
も
觸
れ
た
滿
城
漢
墓
M
2
6
室
出
土
の
銅
印

(2
:4085)
で
あ
る
︒
こ
の
銅
印
は
縱
橫
二

セ
ン
チ
︑
厚
さ
〇
．八
セ
ン
チ
の
方
形
で
︑
兩
面
に
﹁
竇
綰
﹂・﹁
竇
君
須
﹂
と
い
う
�
字
が
篆
�
で
刻
ま
れ
︑
側
面
に
は
紐
を
�
す
孔
が
空
い

て
い
る
︒
鈕
は
な
く
︑
8
ら
か
に
私
印
と
見
ら
れ
︑
用
+
に
合
わ
せ
て
表
裏
衣
な
る
印
�
を
¤
い
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
形
態
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
竇
綰
﹂
(﹁
君
須
﹂
は
お
そ
ら
く
字
)
な
る
人
物
の
身
元
に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
報
吿
書
の
中
で
景
�
・
武
�
�
に
權
勢
を
振
る
っ
た
竇

太
后
の
一
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
根
據
と
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
M
2
6
室
よ
り
出
土
し
た
﹁
長
信
宮
﹂
灯

(2
:

4035)
で
あ
る
︒
高
さ
は
四
三
セ
ン
チ
︑
宮
女
が
兩
手
で
灯
を
捧
げ
持
つ
形
態
で
︑
筒
型
の
灯
部
分
は
側
壁
を
囘
轉
さ
せ
て
光
の
照
射
方
向
や

强
度
を
¡
?
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
︒
銘
�
は
六
箇
1
に
t
め
ら
れ
る
が
︑
灯
を
荏
え
る
足
の
外
側
に
︑

陽
信
家
︒
幷
重
二
鈞
十
二
斤
︒
七
年
︒
第
一
︒

と
あ
る
︒﹁
陽
信
家
﹂
と
は
陽
信
侯
家
の
こ
と
で
︑
�
�
元
年

(�
一
七
九
)
に
劉
揭
な
る
人
物
が
陽
信
侯
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
︒﹃
&
記
﹄
卷
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一
九
惠
景
閒
侯
者
年
表
に
よ
る
と
︑
こ
の
陽
信
侯
家
は
�
�
十
五
年

(�
一
六
五
)
に
劉
中
4
に
引
き
繼
が
れ
た
後
︑
景
�
六
年

(�
一
五
一
)

に
�
罪
國
除
さ
れ
て
い
る
︒
報
吿
書
は
︑
銘
�
に
見
え
る
﹁
七
年
﹂
を
陽
信
侯
家
獨
自
の
紀
年
と
し
た
上
で
︑
こ
れ
を
劉
揭
の
七
年
目
か
劉
中

4
の
七
年
目
の
こ
と
と
推
測
し
︑
灯
の
製
作
年
代
の
上
限
を
�
�
七
年

(�
一
七
三
)
︑
下
限
を
�
�
後
五
年

(�
一
五
九
)
と
推
測
し
て
い
る
︒

他
方
︑
灯
本
體
の
底
部
周
邊
に
は
︑

長
信
尙
浴
︒
容
一
升
少
°
升
︑
重
六
斤
︒
百
八
十
九
︒
今
內
者
卧
︒

と
あ
る
︒﹁
長
信
尙
浴
﹂
は
長
信
宮
の
屬
官
・
尙
浴
の
こ
と
で
︑
長
信
宮
は
皇
太
后
の
居
1
︑
尙
浴
は
沐
浴
を
管
掌
す
る
官
で
あ
る
︒﹁
內
者

(令
)
﹂
は
少
府
の
屬
官
で
︑
宮
殿
內
の
¡
度
品
な
ど
を
掌
る
︒
以
上
よ
り
︑
報
吿
書
は
こ
の
﹁
長
信
宮
﹂
灯
の
由
來
に
つ
い
て
:
の
よ
う
に
推

測
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
灯
は
�
�
�
に
陽
信
侯
家
に
て
作
製
さ
れ
た
が
︑
景
�
六
年
に
陽
信
侯
劉
中
4
が
國
除
さ
れ
た
際
︑
少
府
の
內
者

令
に
よ
っ
て
接
收
さ
れ
︑
長
信
宮
の
浴
室
で
用
い
ら
れ
た
︒
當
時
の
長
信
宮
の
長
は
竇
太
后
で
あ
り
︑
彼
女
が
竇
綰
に
下
げ
渡
し
た
︑
と(48

)
︒

竇
氏
と
の
關
係
を
窺
わ
せ
る
器
物
は
M
1
か
ら
も
發
見
さ
れ
て
い
る
︒
6
室
か
ら
出
土
し
た
H
釘
�
壼

(1
:5019)
で
あ
る
︒
高
さ
四
五
セ

ン
チ
の
銅
製
の
壼
で
︑
側
面
に
は
金
銀
メ
ッ
キ
や
ト
ル
コ
石
を
用
い
た
凝
っ
た
裝
�
が
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
器
底
に
︑

甄
氏
︑
大
官
︑
五
斗
五
升
︒

今
長
樂
飤
官
︒

と
い
う
銘
�
が
t
め
ら
れ
る
︒﹁
大
官
﹂
は
﹁
太
官
﹂︑
す
な
わ
ち
皇
�
の
食
膳
を
掌
る
少
府
の
屬
官
で
︑﹁
長
樂
﹂
は
長
樂
宮
︑﹁
飤
官
﹂
は

﹁
食
官
﹂
を
4
味
す
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
一
九
百
官
公
卿
表
上
に
よ
る
と
︑
奉
常
と
詹
事
の
屬
官
に
﹁
食
官

(令
)
﹂
が
見
え
る
が
︑
報
吿
書
は
こ

の
﹁
長
樂
飤
官
﹂
を
﹁
皇
后
・
太
子
家
を
掌
る
﹂
詹
事
の
屬
官
と
見
て
い
る(49

)
︒﹁
大
官
﹂
と
﹁
長
樂
飤
官
﹂
と
の
關
係
は
不
8
で
あ
る
が
︑﹁
長

樂
飤
官
﹂
の
方
に
﹁
今
﹂
字
が
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
︑
太
官
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
長
樂
宮
の
食
官
令
に
下
げ
渡
さ
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒
長
樂
宮
に
つ
い
て
は
︑﹃
漢
書
﹄
卷
五
一
鄒
陽
傳
に
:
の
よ
う
に
あ
る
︒

初
め
︑
(羊
)


・
(公
孫
)
詭
王
を
し
て
漢
の
嗣
と
爲
る
を
求
め
し
め
ん
と
欲
す
︒
王
も
印
た
嘗
て
上
書
し
︑
容
車
の
地
を
賜
わ
り
て
徑
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ち
に
長
樂
宮
に
至
ら
ん
と
願
い
︑
自
ら
梁
國
の
士
眾
を
し
て
甬
v
を
築
作
せ
し
め
て
太
后
に
%
せ
ん
と
す
︒
爰
盎
等
皆
な
円
し
て
以
て
不

可
と
爲
す
︒
天
子
許
さ
ず
︒
梁
王
怒
り
︑
人
を
し
て
盎
を
刺
殺
せ
し
む
︒
上
梁
の
之
を
殺
す
を
疑
い
︑
¤
者
の
冠
蓋
相
L
み
て
梁
王
を
責

む
︒

景
�
七
年

(�
一
五
〇
)
に
皇
太
子
劉
榮
が
廢
嫡
さ
れ
る
と
︑
竇
太
后
は
景
�
の
同
母
弟
・
梁
孝
王
劉
武
を
後
繼
に
推
す
が
︑
こ
の
鄒
陽
傳
で

は
皇
太
子
の
座
を
狙
う
劉
武
の
1
業
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
�
下
の
羊


・
公
孫
詭
の
言
に
踊
ら
さ
れ
た
劉
武
は
︑
長
樂
宮

に
直
�
す
る
馬
車
v
を
作
り
︑
そ
こ
か
ら
竇
太
后
に
謁
見
し
よ
う
と
し
た
が
︑
袁
盎
の
反
發
に
¶
っ
て
斷
念
す
る
︒
怒
っ
た
劉
武
は
袁
盎
を
·

殺
し
た
が
︑
景
�
は
¸
度
も
¤
者
を
!
"
し
て
劉
武
を
譴
責
し
た
︑
と
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
&
記
﹄
卷
一
〇
七
魏
其
武
安
侯
列
傳
に
よ
る
と
︑
吳

楚
七
國
鎭
壓
で
名
聲
を
得
た
灌
夫
が
︑
武
�
円
元
二
年

(�
一
三
九
)
に
長
樂
衞
尉
竇
甫
な
る
人
物
と
燕
飮
し
て
ト
ラ
ブ
ル
を
-
こ
し
た
と
あ

る
が
︑
そ
の
竇
甫
は
﹁
竇
太
后
の
昆
弟
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
長
樂
宮
と
長
信
宮
の
關
係
は
不
8
で
あ
る
が(50

)
︑
以
上
に
よ
れ
ば
︑
竇
太
后
が
長
樂

宮
に
居
を
�
え
て
い
た
時
�
も
あ
っ
た
こ
と
は
閒
u
い
な
く
︑
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
こ
の
H
釘
�
壼
も
竇
太
后
か
ら
劉


に
下
げ
渡
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒

そ
も
そ
も
劉


の
生
母
・
賈
夫
人
は
︑
竇
太
后
の
娘
・
館
陶
長
公
6
に
よ
っ
て
後
宮
に
¢
り
�
ま
れ
た
女
性
の
一
人
で
あ
る(51

)
︒
竇
太
后
が
自

分
の
息
の
か
か
っ
た
側
室
の
生
ん
だ
皇
子
に
︑
一
族
の
女
性
を
嫁
が
せ
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
話
で
あ
る
︒
し
か
も
拙
著
で
論
じ
た
よ
う
に
︑

武
�
初
�
に
お
い
て
は
︑
竇
太
后
・
館
陶
長
公
6
を
中
心
と
す
る
竇
氏
一
!
の
他
︑
武
�
の
生
母
・
王
太
后
と
田
蚡
を
中
心
と
す
る
王
氏
一
!
︑

そ
し
て
景
�
に
廢
さ
れ
た
栗
姫
一
黨
の
復
權
を
狙
う
竇
嬰
と
が
︑
せ
め
ぎ
合
う
狀
況
に
あ
っ
た
︒
王
氏
一
!
の
田
蚡
が
淮
南
王
劉
安
に
接
0
し
︑

竇
嬰
が
河
閒
王
劉
德
の
擁
立
を
圖
る
一
方
︑
竇
氏
一
!
は
館
陶
長
公
6
の
娘
・
陳
皇
后
の
懷
妊
を
待
ち
L
ん
で
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
陳
皇
后
に

懷
妊
の
兆
し
は
見
え
ず
︑
竇
嬰
は
國
政
改
革
に
失
敗
し
て
失
脚
し
︑
田
蚡
も
早
®
し
た
こ
と
で
︑
三
勢
力
は
共
倒
れ
す
る
こ
と
と
な
る(52

)
︒
以
上

の
よ
う
な
政
治
�
展
開
に
鑑
み
る
に
︑
竇
氏
一
!
の
中
に
も
特
定
の
諸
侯
王
に
接
0
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
無
論
︑
竇
太

后
が
側
室
・
賈
夫
人
の
第
二
子
に
�
ぎ
な
い
中
山
王
劉


を
武
�
の
後
嗣
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
ま
で
は
考
え
難
い
が
︑
武
�
に
後
嗣
の
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な
い
狀
況
下
に
お
い
て
︑
諸
侯
王
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
お
く
こ
と
は
決
し
て
無
4
味
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
以
上
の
考
察
よ
り
得
ら
れ
る
の
は
︑
竇
太
后
が
中
山
王
劉


に
一
族
の
女
を
嫁
が
せ
︑
自
身
の
居
1
で
用
い
て
い
た
器
物
の
い

く
つ
か
を
下
げ
渡
し
た
︑
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
滿
城
漢
墓
が
﹁
外
來
の
技
�
﹂
を
用
い
て
�
營
さ
れ
た
と
い
う
上
野
氏
の
指

摘
︑
そ
し
て
中
央
外
戚
の
荏
¼
に
よ
っ
て
自
ら
の
陵
墓
を
�
營
し
た
後
漢
の
中
山
鯵
王
劉
焉
の
事
例
を
踏
ま
え
る
と
︑
そ
の
﹁
外
來
の
技
�
﹂

を
持
ち
�
ん
だ
の
が
竇
氏
一
族
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
竇
氏
の
故
½
は
黃
河
下
液
域
北
岸
に
位
置
す
る
觀
津
縣
で

あ
り(

53
)

︑
彼
ら
と
橫
穴
崖
洞
墓
の
�
營
が
盛
ん
な
淮
北
地
域
と
の
關
係
を
窺
わ
せ
る
よ
う
な
&
料
も
見
え
な
い
︒
そ
こ
で
:
に
︑
淮
北
地
域
に
點

在
す
る
橫
穴
崖
洞
墓
の
�
�
�
特
�
に
目
を
轉
じ
る
こ
と
で
︑
河
北
の
中
山
王
國
と
淮
北
地
域
を
結
び
つ
け
る
︑
さ
ら
な
る
�
素
を
探
っ
て
み

た
い
︒

六
︑
橫
穴
崖
洞
墓
の
�
�
か
ら
み
た
滿
城
漢
墓
と
保
安
山
漢
墓
の
關
係

橫
穴
崖
洞
墓
の
內
部
は
棺
椁
を
安
置
す
る
6
室
の
他
に
︑
用
+
に
合
わ
せ
て
複
數
の
耳
室
や
側
室
を
附
設
し
た
極
め
て
複
雜
な
�
�
を
�
し

て
い
る
が
︑
先
行
硏
究
で
は
そ
の
�
�
上
の
特
�
を
分
類
・
整
理
し
て
時
系
列
順
に
竝
べ
︑
墓
葬
の
發
展
・
衰
¾
�
�
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る

試
み
が
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
︒
中
で
も
比
�
�
古
い
橫
穴
崖
洞
墓
と
し
て
/
目
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
一
九
八
四
年
に
江
蘇
省
徐
州
市
の
東
郊

で
發
見
さ
れ
た
獅
子
山
漢
墓
で
あ
る(54

)
︒
墓
口
に
�
も
0
い
三
つ
の
耳
室
の
上
部
に
は
高
さ
|
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
天
井
が
あ
り
︑
先
行
硏
究
の
多

く
は
こ
の
天
井
を
竪
穴
墓
の
a
風
と
見
て
い
る(55

)
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
楚
で
は
比
�
�
早
い
段
階
で
傳
瓜
�
な
竪
穴
墓
か
ら
橫
穴
崖
洞
墓
へ
の
轉

奄
が
-
こ
っ
た
ご
と
く
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
現
時
點
で
八
基
發
見
さ
れ
て
い
る
楚
王
墓
は
︑
そ
の
い
ず
れ
も
が
�
奧
に
6
室
・
�
室
を
�
置
し
︑

そ
こ
に
至
る
墓
v
・
甬
v
の
左
右
に
複
數
の
耳
室
・
側
室
を
設
け
る
と
い
う
比
�
�
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
�
�
を
�
っ
て
お
り
︑
黃
曉
芬
氏
は

こ
れ
を
中
軸
線
�
置
型
と
命
名
す
る(56

)
︒

こ
れ
に
對
し
︑
楚
の
西
方
・
�
碭
群
山
で
發
見
さ
れ
た
梁
王
墓
は
同
じ
橫
穴
崖
洞
墓
で
あ
り
な
が
ら
︑
や
や
衣
な
る
�
�
に
な
っ
て
い
る
︒
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そ
の
う
ち
︑
�
も
古
い
と
目
さ
れ
て
い
る
保
安
山
漢
墓
は
︑
M

1
・
M
2
と
も
に
6
室
を
囘
�
が
取
り
圍
む
�
�
に
特
�
が
あ
る(57

)
︒

當
該
墓
は
河
南
省
永
城
市
の
�
碭
山
南
部
に
そ
び
え
る
保
安
山
中

腹
に
位
置
し
︑
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
複
數
囘
の
發
掘
¡
査
を
經

て
︑
M
1
～
M
5
と
>
號
さ
れ
た
五
基
の
墓
葬
が
發
見
さ
れ
た
︒

そ
の
う
ち
M
1
の
*
長
は
|
九
六
．
四
五
メ
ー
ト
ル
あ
り
︑
�
奧

に
は
6
室
・
側
室
と
そ
の
周
圍
を
取
り
圍
む
囘
�
が
見
ら
れ
る
︒

M
2
の
�
�
は
よ
り
複
雜
で
︑
6
室
の
東
西
に
二
本
の
墓
v
が
走

り
︑
そ
の
*
長
は
二
一
〇
．五
メ
ー
ト
ル
あ
る
が
︑
6
室
・
側
室

の
周
圍
を
囘
�
が
め
ぐ
る
�
�
は
M
1
と
同
樣
で
あ
る

(︻
圖
三
︼)
︒

羅
二
虎
氏
は
こ
の
保
安
山
漢
墓
を
囘
�
型
と
し
て
分
類
し
た
上
で
︑

そ
こ
に
見
え
る
囘
�
が
竪
穴
墓
に
特
�
�
な
黃
腸
題
湊
と
同
樣
の

機
能
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る(58

)
︒
梁
王
墓
と
楚

王
墓
の
繼
承
關
係
に
つ
い
て
は
諸
說
あ
る
が(

59
)

︑
兩
者
が
同
じ
橫
穴

崖
洞
墓
で
あ
り
な
が
ら
︑
別
の
特
�
を
備
え
た
墓
葬
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
獨
自
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
點
は
/
目
に
値
し
よ
う
︒
も
っ

と
も
︑
保
安
山
以
影
の
梁
王
墓
か
ら
は
囘
�
が
¿
滅
し
︑
6
室
の

周
圍
に
複
數
の
側
室
を
設
け
る
ス
タ
イ
ル
の
み
が
繼
承
さ
れ
て
い

る(60
)

︒
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【圖三】 保安山漢墓の��



他
方
︑
囘
�
そ
の
も
の
は
な
ぜ
か
�
碭
群
山
か
ら
北
に
|
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
滿
城
漢
墓
M
1
に
引
き
繼
が
れ
て
い
る
︒
劉
瑞
・

劉
濤
氏
は
保
安
山
漢
墓
と
滿
城
漢
墓
の
�
�
を
比
�
し
︑
兩
者
に
以
下
の
よ
う
な
共
�
點
を
t
め
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
①
甬
v
が
À
坡
式

で
あ
り
︑
②
耳
室
が
左
右
對
稱
に
�
置
さ
れ
︑
③
墓
葬
�
�
が
6
室
・
�
室
・
側
室
か
ら
な
り
︑
④
囘
�
が
6
室
周
圍
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い

る
︑
と
い
う
諸
點
で
あ
る
︒
そ
し
て
以
上
よ
り
︑
滿
城
漢
墓

(特
に
M
1
)
は
保
安
山
漢
墓
の
�
�
を
參
考
に
設
計
さ
れ
た
と
し
て
い
る(61

)
︒
黃

曉
芬
氏
は
保
安
山
漢
墓
M
1
・
M
2
と
滿
城
漢
墓
M
1
を
と
も
に
囘
�
型
室
墓
と
分
類
し(62

)
︑
劉
<
志
氏
も
兩
者
を
同
じ
A
型
橫
穴
崖
洞
墓
と
し

て
�
者
が
後
者
に
影
'
を
與
え
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る(63

)
︒
こ
れ
ら
諸
說
と
先
に
觸
れ
た
上
野
氏
の
說
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
滿
城
漢
墓
の

�
營
に
際
し
て
は
︑
淮
北
地
域
で
�
(
し
て
い
た
岩
質
成
形
系
の
�
墓
技
�
の
う
ち
︑
特
に
梁
王
墓
と
同
樣
の
技
�
が
用
い
ら
れ
た
︑
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
上
野
氏
は
�
墓
を
社
會
の
生
產
活
動
の
一
つ
と
し
て
捉
え
た
上
で
︑
そ
の
技
�
を
共
�
す
る
八
つ
の
地
域
圈
を
抽
出
し
た
が(64

)
︑

こ
の
視
點
に
立
つ
な
ら
ば
︑
同
樣
の
技
�
が
用
い
ら
れ
た
陵
墓
の
�
營
に
は
同
一
の
地
域
圈
に
屬
す
る
人
員
な
い
し
集
團
が
關
與
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
︒
つ
ま
り
︑
滿
城
漢
墓
と
保
安
山
漢
墓
に
�
�
上
の
共
�
點
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
兩
者
が
と
も
に
淮
北
地
域
に
屬
す
る
人
員
な
い

し
集
團
に
よ
っ
て
�
營
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

保
安
山
漢
墓
は
早
い
時
�
に
盜
掘
を
Â
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
副
葬
品
が
ほ
と
ん
ど
發
見
さ
れ
て
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
保
安
山
の
周
圍
か
ら

は
南
北
|
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︑
東
西
|
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
(
ぶ
陵
園
a
址
が
發
見
さ
れ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
﹁
孝
園
﹂
と
刻
ま
れ
た
筒
瓦
や

板
瓦
が
複
數
出
て
い
る
︒
こ
れ
よ
り
︑
保
安
山
漢
墓
の
墓
6
は
竇
太
后
の
第
二
子
に
し
て
景
�
の
同
母
弟
・
梁
孝
王
劉
武

(
位
：
�
�
十
二
年

～
景
�
後
元
年
)
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が(65

)
︑
こ
の
劉
武
は
竇
太
后
に
よ
っ
て
景
�
の
後
繼
に
推
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
人
物
で
あ
る
︒
景
�
・
竇

太
后
は
劉
武
を
い
た
く
寵
愛
し
︑
ま
た
彼
が
吳
楚
七
國
の
亂
鎭
壓
で
活
Ã
し
た
こ
と
と
も
相
俟
っ
て
︑
當
時
の
梁
王
國
は
强
大
な
國
力
と
絕
大

な
影
'
力
を
誇
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
劉
武
が
自
身
の
立
太
子
に
反
對
し
た
袁
盎
を
·
殺
す
る
と
︑
景
�
は
彼
を
强
く
譴
責
し
て
入

%
を
禁
止
し
︑
皇
太
子
に
は
膠
東
王
劉
園

(後
の
武
�
)
を
立
て
て
い
る
︒
後
に
劉
武
は
景
�
・
竇
太
后
に
謝
罪
し
て
和
解
し
た
も
の
の
︑
以

�
の
よ
う
に
長
安
に
滯
在
す
る
こ
と
は
許
可
さ
れ
な
く
な
り
︑
失
4
の
ま
ま
景
�
中
六
年

(�
一
四
四
)
に
薨
去
し
た
︒
こ
れ
を
聞
い
た
竇
太
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后
は
食
事
を
攝
ら
な
く
な
り
︑﹁
�
︑
果
た
し
て
吾
が
子
を
殺
す
﹂
と
嘆
い
た
た
め
︑
景
�
は
館
陶
長
公
6
と
相
談
し
︑
梁
王
國
を
五
王
國
に

分
割
し
て
劉
武
の
五
人
の
a
兒
を
封
円
し
た
と
い
う(66

)
︒
以
上
の
よ
う
な
劉
武
の
°
生
に
鑑
み
る
に
︑
景
�
・
竇
太
后
が
血
緣
�
に
�
も
親
0
な

彼
の
陵
墓
�
營
に
關
與
し
た
可
能
性
は
高
い
︒
劉
瑞
・
劉
濤
氏
の
営
べ
る
よ
う
に
︑
滿
城
漢
墓
が
保
安
山
漢
墓
を
參
考
に
設
計
さ
れ
た
と
す
れ

ば
︑
そ
の
�
因
は
兩
墓
の
�
營
に
竇
氏
が
關
與
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

以
上
の
檢
討
に
よ
り
︑
滿
城
漢
墓
が
河
北
で
唯
一
の
橫
穴
崖
洞
墓
と
し
て
�
營
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
︑
お
お
よ
そ
私
見
を
提
示
し
得
た
︒

河
北
は
土
質
成
形
・
木
築
系
の
�
墓
が
6
液
で
あ
っ
た
が
︑
劉


墓
に
關
し
て
は
岩
質
成
形
・
石
築
系
の
﹁
外
來
の
技
�
﹂
を
用
い
て
�
營
さ

れ
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
劉


墓
の
�
營
に
竇
氏
一
族
が
關
與
し
た
た
め
で
あ
る
が
︑
彼
ら
が
淮
北
で
液
行
し
て
い
た
岩
質
成
形
・
石
築
系
の
技

�
を
中
山
王
國
に
持
ち
�
ん
だ
の
は
︑
梁
王
劉
武
の
陵
墓
�
營
に
關
與
し
た
經
驗
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
も
と
よ
り

推
論
に
推
論
を
重
ね
た
結
論
に
�
ぎ
な
い
が
︑
河
北
の
滿
城
漢
墓
が
淮
北
の
保
安
山
漢
墓
と
共
�
す
る
�
�
を
�
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
兩

者
に
竇
氏
一
族
と
の
血
緣
關
係
と
い
う
共
�
項
が
存
在
す
る
事
實
は
︑
重
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

も
っ
と
も
︑
假
に
以
上
の
推
論
に
大
�
な
い
と
し
て
も
︑
滿
城
漢
墓
に
は
今
一
つ
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
殘
っ
て
い
る
︒
そ
れ

は
︑
當
該
墓
が
中
山
王
國
の
國
都
・
盧
奴
縣
か
ら
�
く
離
れ
た
北
�
縣
0
郊
に
�
營
さ
れ
た
背
景
︑
そ
し
て
劉


が
自
身
の
陵
墓
�
營
に
際
し

て
竇
氏
の
關
與
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
︒
�
後
に
こ
の
點
に
つ
い
て
檢
討
し
た
い
︒

七
︑
諸
侯
王
墓
�
營
を
め
ぐ
る
諸
問
題

漢
代
の
諸
侯
王
墓
が
い
か
な
る
制
度
の
下
︑
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
�
營
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑
實
は
ほ
と
ん
ど

分
か
っ
て
い
な
い
︒
諸
侯
王
墓
か
ら
﹁
司
空
﹂
陶
片
や
﹁
宮
﹂・﹁
空
﹂
字
陶
片
︑﹁
某
匠
﹂・﹁
某
省
﹂
塞
石
刻
�
な
ど
が
發
見
さ
れ
て
い
る
の

を
見
れ
ば
︑
そ
こ
に
𠛬
徒
を
管
�
す
る
司
空
が
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が(67

)
︑
そ
の
司
空
が
郡
縣
機
�
に
屬
す
る
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と

も
王
國
官
制
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
不
詳
で
あ
る(68

)
︒
滿
城
漢
墓
・
保
安
山
漢
墓
の
�
營
に
竇
氏
一
族
が
關
與
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

― 26 ―

398



と
は
言
っ
て
も
︑
彼
ら
が
�
引
中
山
鯵
王
列
傳
に
見
え
る
よ
う
に
周
邊
の
郡
縣
か
ら
人
員
・
物
.
を
�
集
し
て
陵
墓
�
營
を
6
;
し
た
の
か
︑

そ
れ
と
も
王
國
が
6
;
す
る
陵
墓
�
營
を
荏
¼
し
た
に
�
ぎ
な
い
の
か
︑
そ
の
邊
り
の
實
5
は
一
切
不
8
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

し
か
し
︑
諸
侯
王
墓
の
�
營
を
中
央
の
外
戚
が
6
;
し
た
こ
と
が
列
傳
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
じ
た
い
が
よ
ほ
ど
特
殊
な

事
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
︒
事
實
︑
�
漢
宣
�
が
霍
光
に
葬
具
一
式
を
賜
與
し
た
事
例
や
︑
哀
�
が
將
作
大
匠
に
寵
臣

董
賢
の
墓
の
�
營
を
命
じ
た
事
例
︑
�
�
�
に
王
厭
が
將
作
大
匠
に
F
山
侯
孔
光
を
埋
葬
さ
せ
た
事
例
な
ど
は(

69
)

︑
い
ず
れ
も
皇
�
(な
い
し
そ

の
輔
政
者
)
の
私
恩
に
基
づ
く
特
例
�
措
置
で
あ
る
︒﹃
漢
書
﹄
卷
五
景
�
紀
・
中
二
年
條
に
は
︑

王
薨
ず
れ
ば
︑
光
祿
大
夫
を
"
わ
し
て
弔
・
襚
・
祠
・
賵
し
︑
喪
事
を
視
︑
因
り
て
嗣
子
を
立
て
し
む
︒
列
侯
薨
ず
れ
ば
︑
大
中
大
夫
を

し
て
弔
祠
し
︑
喪
事
を
視
︑
因
り
て
嗣
を
立
て
し
む
︒
其
の
葬
る
に
は
︑
國
は
民
を
發
し
て
喪
を
輓
き
︑
復
土
を
Ç
ち
︑
墳
を
治
め
し
む

る
こ
と
三
百
人
を
�
ぐ
る
こ
と
無
く
し
て
事
を
畢
え
し
む
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
諸
侯
王
薨
去
後
に
皇
�
が
光
祿
大
夫
を
!
"
し
て
葬
儀
に
參
列
さ
せ
︑
:
代
諸
侯
王
の
卽
位
と
a
體
の
埋
葬
を
見
屆
け
さ
せ

る
と
い
う
制
度
の
存
在
を
傳
え
る
が
︑
皇
�
が
薨
去
し
た
諸
侯
王
の
喪
事
に
關
與
す
る
の
は
︑
陵
墓
完
成
後
︑
葬
儀
・
埋
葬
の
段
階
に
な
っ
て

か
ら
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る(70

)
︒
武
�
の
皇
子
・
廣
陵
厲
王
劉
胥

(位
：
武
�
元
狩
六
年
～
宣
�
五
鳳
四
年
)
の
陵
墓
と
さ
れ
る
天
山
漢
墓
の
外
椁

板
に
﹁
廣
陵
É
官
材
板
廣
二
尺
四
﹂
な
る
刻
字
が
確
t
さ
れ
て
い
る
こ
と
も(71

)
︑
諸
侯
王
が
自
ら
の
陵
墓
�
營
に
際
し
て
葬
具
一
式
を
自
�
で
用

4
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
と
き
に
は
É
材
を
棺
椁
の
素
材
に
液
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
實
5
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒

し
か
し
�
漢
初
�
な
ら
ば
と
も
か
く
︑
景
�
�
の
王
國
官
制
改
革
に
よ
っ
て
行
政
權
を
剝
奪
さ
れ
た
後
の
諸
侯
王
に
︑
自
力
で
巨
大
な
陵
墓

を
�
營
す
る
實
力
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
︒
實
際
︑
諸
侯
王
墓
は
時
代
が
下
れ
ば
下
る
ほ
ど
小
規
模
か
つ
鯵
素
な
�
�
の
も
の
へ
變
 
し
︑

副
葬
品
の
數
も
減
少
し
て
い
く(72

)
︒
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
諸
侯
王
國
の
Ê
體
 
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
︑
同
時
に
諸
侯
王
が
い
か
に
Ê
體
 
し

よ
う
と
も
︑
自
ら
の
陵
墓
を
自
力
で
�
營
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
4
味
す
る
︒
劉


が
中
山
王
に
封
円
さ
れ
た
の
は
吳
楚
七
國
の

亂
鎭
壓
直
後
の
景
�
三
年

(�
一
五
四
)
︑
薨
去
し
た
の
は
武
�
が
南
越
討
伐
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
て
い
た
元
鼎
四
年

(�
一
一
三
)
の
こ
と
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で
あ
り
︑
そ
の
閒
に
は
王
國
官
制
改
革
に
加
え
︑
諸
侯
王
國
の
領
土
を
大
幅
に
Ë
減
す
る
�
因
と
な
っ
た
推
恩
の
令
も
發
布
さ
れ
て
い
る
︒
行

政
權
を
剝
奪
さ
れ
︑
領
土
Ë
減
に
�
っ
て
租
稅
收
入
が
激
減
す
る
中
︑
劉


が
自
ら
の
陵
墓
�
營
に
際
し
て
外
戚
竇
氏
の
荏
¼
を
Â
け
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
も
︑
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う(73

)
︒

し
か
も
︑
彼
が
封
円
さ
れ
た
中
山
王
國
は
︑
も
と
は
吳
楚
七
國
の
亂
に
加
擔
し
た
趙
王
劉
Í
の
故
領
・
常
山
郡
に
あ
た
り
︑
そ
こ
は
鼂
錯
に

よ
る
領
土
Ë
減
の
對
象
に
な
っ
た
地
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
趙
が
反
亂
に
加
擔
す
る
�
因
に
な
っ
た
土
地
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
趙
は
�
漢
成
立

以
來
︑
一
度
と
し
て
漢
の
直
�
荏
�
を
Â
け
た
經
驗
が
な
く
︑
ま
た
�
�
・
景
�
の
皇
子
が
封
円
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
︒
言
う
な
れ
ば
︑
劉



は
同
母
兄
の
趙
敬
肅
王
劉
彭
祖
と
と
も
に
︑
代
王
家
の
尖
兵
と
し
て
趙
地
に
!
"
さ
れ
た
こ
と
に
な
る(74

)
︒
そ
う
し
た
中
︑
領
民
の
利
益
に
つ
な

が
る
公
共
事
業
な
ら
ば
と
も
か
く
︑
陵
墓
�
營
と
い
う
極
め
て
私
�
な
事
業
に
民
衆
を
�
發
す
る
と
な
れ
ば
︑
强
い
反
發
を
買
う
の
は
必
至
で

あ
る
︒
�
引
の
中
山
鯵
王
列
傳
に
は
︑
劉
焉
の
陵
墓
�
營
に
際
し
て
﹁
)
人
の
冢
墓
を
�
夷
す
る
こ
と
千
を
以
て
數
え
﹂
た
と
あ
っ
た
が
︑
そ

れ
は
陵
墓
�
營
が
旣
存
の
冢
墓
を
破
壞
し
て
在
地
の
)
民
の
反
感
を
買
い
得
る
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
︒
諸
侯
王
に
そ
れ
に
耐
え
う
る

實
力
が
あ
れ
ば
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
が
︑
中
山
王
に
封
円
さ
れ
た
當
初
の
劉


に
可
能
で
あ
っ
た
の
か
は
︑
甚
だ
疑
問
で
あ
る
︒
彼
の
陵
墓
が

國
都
た
る
盧
奴
縣
よ
り
�
く
離
れ
た
北
�
縣
西
郊
の
陵
山
に
�
營
さ
れ
た
の
は
當
地
が
橫
穴
崖
洞
墓
の
�
營
に
©
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
が
︑

一
方
で
彼
に
は
國
都
周
邊
に
陵
墓
を
�
營
で
き
な
い
事
5
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
滿
城
漢
墓
は
王
墓
た
る
M
1
よ
り
も
王
后
墓
た
る
M
2

の
方
が
若
干
規
模
が
大
き
く
︑
ま
た
墓
內
の
諸
施
設
も
あ
ら
ゆ
る
點
で
M
1
よ
り
M
2
の
方
が
凝
っ
た
�
り
に
な
っ
て
い
る
が(75

)
︑
あ
る
い
は
そ

れ
は
國
內
に
お
け
る
劉


の
立
場
の
Ê
さ
を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
そ
れ
で
も
劉


以
影
の
中
山
王
墓
は
國
都
・
盧
奴
縣
周
邊
に
︑
し
か
も
河
北
特
�
の
土
質
成
形
・
木
築
系
の
竪
穴
墓
と
し
て
�
營

さ
れ
續
け
た
︒
劉


は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
國
都
周
邊
に
自
ら
の
陵
墓
を
�
營
で
き
な
か
っ
た
が
︑
彼
の
死
後
︑
中
山
王
家
は
多
少
な
り
と
も

在
地
勢
力
に
Â
け
入
れ
ら
れ
︑
王
都
周
邊
に
陵
墓
を
�
營
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
諸
侯
王

墓
と
は
諸
侯
王
が

︱
︱
名
目
�
に
せ
よ
︱
︱

自
ら
の
領
土
を
﹁
荏
�
﹂
し
て
い
た
こ
と
を
象
�
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
機
能
を
果
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た
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
︒
言
い
奄
え
れ
ば
︑
陵
墓
�
營
と
は
︑
諸
侯
王
が
領
6
と
し
て
�
初
に
取
り
掛
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
﹁
�
�
儀

禮
﹂
な
の
で
あ
り
︑
彼
ら
は
そ
れ
を
完
Í
す
る
た
め
に
︑
と
き
に
は
外
部
の
荏
¼
を
Â
け
︑
ま
た
と
き
に
は
陵
墓
の
規
模
を
縮
小
す
る
な
ど
し

て
︑
辛
う
じ
て
自
ら
の
諸
侯
王
と
し
て
の
立
場
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
現
在
陸
續
と
發
見
さ
れ
て
い
る
諸
侯

王
墓
は
︑
地
方
に
封
円
さ
れ
た
諸
侯
王
が
い
か
に
し
て
在
地
勢
力
を
﹁
荏
�
﹂
し
︑﹁
郡
國
制
﹂
の
一
Ð
を
�
成
し
て
い
た
の
か
︑
そ
の
實
態

を
窺
う
た
め
の
極
め
て
重
�
な
手
が
か
り
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
�
漢
諸
侯
王
墓
に
關
す
る
基
本
�
な
5
報
を
整
理
し
た
上
で
︑
滿
城
漢
墓
の
立
地
上
の
特
衣
性
を
析
出
し
︑
そ
の
政
治
�
背
景
に
つ

い
て
探
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
滿
城
漢
墓
の
墓
6
た
る
中
山
靖
王
劉


が
中
央
外
戚
た
る
竇
氏
一
族
の
荏
¼
を
Â
け
て
自
ら
の
陵
墓
を
�
營
し
た

と
推
定
し
︑
そ
の
背
景
に
景
�
・
武
�
�
以
影
の
諸
侯
王
の
Ê
體
 
と
︑
中
山
王
國
に
お
け
る
瓜
治
上
の
問
題
點
を
見
出
し
た
上
︑
諸
侯
王
の

陵
墓
が
彼
ら
の
王
國
荏
�
を
象
�
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
︒

本
稿
を
�
じ
︑
諸
侯
王
墓
と
い
う
考
古
.
料
を
�
獻
&
料
と
組
み
合
わ
せ
︑
そ
こ
か
ら
當
時
の
政
治
&
の
一
端
を
解
8
し
よ
う
と
試
み
た
も

の
の
︑
8
ら
か
に
し
得
た
こ
と
は
少
な
い
︒
特
に
諸
侯
王
墓
が
ど
の
よ
う
な
制
度
の
下
︑
い
か
な
る
人
々
に
よ
っ
て
�
營
さ
れ
て
い
た
の
か
︑

そ
の
內
實
が
不
8
で
あ
る
と
い
う
點
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
︒
今
囘
に
關
し
て
は
︑
幸
い
竇
氏
一
族
と
の
關
わ
り
や
後
漢
の
北
莊
漢
墓
と
の
比

�
に
よ
っ
て
︑
墓
葬
�
營
の
擔
い
手
を
窺
う
手
が
か
り
を
わ
ず
か
な
が
ら
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
︑
他
の
諸
侯
王
墓
に
同
樣
の
手
法
が
�
用
す

る
の
か
否
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
の
邊
り
は
︑
墓
葬
中
よ
り
發
見
さ
れ
た
�
字
.
料
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
�
�
上
の
特
�
や
他
の
墓

葬
と
の
比
�
な
ど
︑
よ
り
廣
い
視
野
の
下
に
工
夫
し
て
檢
討
を
Ñ
め
て
い
く
必
�
が
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
か
と
言
っ
て
諸
侯
王
墓
が
歷
&
硏
究
に
利
用
し
難
い
.
料
で
あ
る
の
か
と
言
え
ば
︑
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
︒
本
稿
で
は
諸
侯
王

墓
が
王
國
荏
�
を
象
�
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
が
︑
そ
も
そ
も
諸
侯
王
は
外
部
か
ら
關
東
の
在
地
勢
力
を
﹁
荏
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�
﹂
し
に
き
た
者
で
あ
る
︒
そ
の
彼
ら
が
い
つ
し
か
在
地
勢
力
と
一
體
 
し
て
︑
中
央
政
府
と
對
峙
す
る
と
い
う
の
が
︑
特
に
�
漢
�
°
�
に

お
け
る
﹁
郡
國
制
﹂
の
展
開
�
�
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
よ
そ
者
﹂
で
あ
っ
た
は
ず
の
諸
侯
王
が
い
か
に
し
て
在
地
勢
力
と
一
體
 
し
得
た

の
か
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
は
﹁
郡
國
制
﹂
に
關
す
る
先
行
硏
究
で
も
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
無
論
︑
そ
れ
は
諸

侯
王
と
在
地
勢
力
と
の
關
係
を
示
す
&
料
が
壓
倒
�
に
不
足
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
が
︑
そ
の
不
足
を
補
完
す
る
上
で
︑
諸
侯
王
が
在
地
の
)

民
と
と
も
に
�
り
上
げ
た
諸
侯
王
墓
と
い
う
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
︑
極
め
て
重
�
な
.
料
に
な
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
今
囘
取
り
上
げ
た
滿

城
漢
墓
の
他
に
も
︑
王
國
荏
�
の
實
態
を
窺
い
得
る
事
例
は
あ
ろ
う
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

	(1
)

｢郡
國
制
﹂
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
︑
松
島
隆
眞
﹁﹁
劉
邦

集
團
﹂
と
﹁
郡
國
制
﹂
を
め
ぐ
る
問
題

︱
︱
漢
初
政
治
&
復
元
の

た
め
に
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
&
學
﹄
第
二
三
卷
︑
二
〇
一
三
年
)
な
ど

參
照
︒

(2
)

拙
著
﹃
�
漢
國
家
�
�
の
硏
究
﹄
(早
稻
田
大
學
出
版
部
︑
二
〇

一
六
年
)
第
六
違
・
第
七
違
︑
拙
稿
﹁
�
漢
に
お
け
る
﹁
諸
侯
﹂
の

復
活

︱
︱
復
封
・
紹
封
の
政
治
�
背
景
︱
︱
﹂
(﹃
中
央
大
學
ア
ジ

ア
&
硏
究
﹄
第
四
〇
號
︑
二
〇
一
六
年
)︒

(3
)

0
年
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
言
(
し
た
硏
究
と
し
て
は
︑
飯
田
祥

子
﹁
郡
國
制
の
そ
の
後

︱
︱
�
漢
中
�
か
ら
後
漢
時
代
の
諸
侯
王

と
皇
�
の
關
係
か
ら
み
た
︱
︱
﹂
(﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
&
硏
究
報

吿
﹄
三
五
號
︑
二
〇
一
一
年
)︑
紙
屋
正
和
﹁
�
漢
時
代
の
郡
國
制

と
稅
役
制
度
﹂
(﹃
名
古
屋
大
學
東
洋
&
硏
究
報
吿
﹄
三
七
號
︑
二
〇

一
三
年
)
が
あ
る
︒

(4
)

本
來
︑
諸
侯
王
墓
と
諸
侯
王
后
墓
は
區
別
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
�

漢
代
に
お
い
て
は
兩
者
が
同
じ
箇
1
に
︑
ほ
ぼ
同
規
模
の
墓
葬
と
し

て
�
營
さ
れ
て
い
る
場
合
が
壓
倒
�
に
多
い
︒
よ
っ
て
︑
本
稿
で
は

兩
者
を
特
に
區
別
せ
ず
︑
同
じ
諸
侯
王
墓
と
し
て
Ó
う
︒

(5
)

專
著
と
し
て
劉
瑞
・
劉
濤
﹃
西
漢
諸
侯
王
陵
墓
制
度
硏
究
﹄
(
中

國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)
︑
劉
<
志
﹃
漢
代
諸
侯
王
墓

硏
究
﹄
(社
會
科
學
�
獻
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
)
が
あ
り
︑
各
墓

葬
の
基
本
5
報
や
6
�
關
聯
論
�
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
本

稿
で
は
こ
れ
ら
の
1
說
に
言
(
す
る
場
合
︑
す
べ
て
兩
書
に
よ
る
︒

(6
)

南
京
F
物
院
・
銅
山
縣
F
物
館
﹁
銅
山
4
山
二
號
西
漢
崖
洞
墓
﹂

(﹃
考
古
學
報
﹄
一
九
八
五
年
第
一
�
)︑
南
京
F
物
院
・
尤
振
堯

﹁
︿
銅
山
4
山
二
號
西
漢
崖
洞
墓
﹀
一
�
�
重
�
補
閏
﹂
(﹃
考
古
學

報
﹄
一
九
八
五
年
第
三
�
)
︒

(7
)

劉
瑞
・
劉
濤
著
書
下
>
第
三
違
︒
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(8
)

例
え
ば
︑
�
漢
初
�
の
楚
王
墓
と
見
ら
れ
る
獅
子
山
漢
墓
で
は
︑

6
室
で
は
な
く
盜
洞
か
ら
玉
衣
片
が
發
見
さ
れ
て
い
る

(獅
子
山
楚

王
陵
考
古
發
掘
Ô
﹁
徐
州
獅
子
山
西
漢
楚
王
陵
發
掘
鯵
報
﹂﹃
�
物
﹄

一
九
九
八
年
第
八
�
)︒

(9
)

劉
<
志
著
書
第
五
違
第
一
?
︑
村
元
永
一
﹃
漢
魏
晉
南
北
%
時
代

の
都
城
と
陵
墓
の
硏
究
﹄
(Õ
古
書
院
︑
二
〇
一
六
年
)
第
一
Ö
第

四
違
︒

(10
)

以
下
︑
中
國
の
×
物
の
學
名
に
つ
い
て
は
︑
中
國
科
學
院
︽
中
國

×
物
志
︾
>
委
會
﹁
中
國
×
物
志
﹂
w
e
b
版

http
://frps.eflora.

cn
に
據
っ
た
︒

(11
)

楊
哲
峰
﹁
漢
代
�
“
整
木
棺
”
現
象
﹂
(﹃
中
國
�
物
報
﹄
二
〇
〇

四
年
一
二
�
二
四
日
)︒

(12
)

な
お
︑
諸
侯
王
墓
の
中
に
は
木
製
の
棺
椁
に
玉
製
の
裝
�
を
施
し

た
﹁
鑲
玉
漆
棺
﹂
な
る
も
の
が
出
る
こ
と
が
あ
る
︒
�
常
の
棺
椁
に

比
べ
て
8
ら
か
に
凝
っ
た
�
り
を
し
て
い
る
が
︑
諸
侯
王
墓
か
ら
の

出
土
例
を
見
て
も
︑
そ
の
¤
用
傾
向
に
法
則
性
の
よ
う
な
も
の
は
窺

え
な
い
︒

(13
)

象
K
嘴
漢
墓
M
1

(湖
南
省
F
物
館
﹁
長
沙
象
K
嘴
一
號
西
漢

墓
﹂﹃
考
古
學
報
﹄
一
九
八
一
年
第
一
�
)・
大
葆
臺
漢
墓
M
2

(大

葆
臺
漢
墓
發
掘
組
・
中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
1
﹃
北
京
大
葆
臺

漢
墓
﹄
�
物
出
版
社
︑
一
九
八
九
年
)
な
ど
に
見
ら
れ
る
︒

(14
)

劉
瑞
・
劉
濤
著
書
三
五
二
～
三
六
〇
頁
︒

(15
)

『漢
書
﹄
卷
六
八
霍
光
傳
・
顏
師
古
/
引
蘇
林
言
﹁
以
柏
木
黃
心

致
纍
棺
外
︑
故
曰
黃
腸
︒
木
頭
皆
內
向
︑
故
曰
題
湊
﹂︒
d

(10
)

�
揭
﹁
中
國
×
物
志
﹂
柏
木
條
で
も
︑
心
材
が
黃
褐
色
で
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(16
)

劉
瑞
・
劉
濤
著
書
三
六
九
～
三
七
五
頁
︒

(17
)

劉
瑞
・
劉
濤
著
書
第
三
違
第
一
?
︒

(18
)

諸
侯
王
墓
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
こ
こ
で
擧
げ
た
三
類
型
に
ほ
ぼ
盡

き
る
と
言
っ
て
よ
い
が

(劉
瑞
・
劉
濤
著
書
第
八
違
～
第
十
違
)︑

中
小
墓
を
含
む
漢
墓
*
體
の
分
類
方
法
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に

多
く
の
議
論
が
あ
る
︒
黃
曉
芬
﹃
中
國
古
代
葬
制
の
傳
瓜
と
變
革
﹄

(勉
í
出
版
︑
二
〇
〇
〇
年
)
第
一
違
第
二
?
參
照
︒

(19
)

『&
記
﹄
卷
一
〇
孝
�
本
紀
・
後
七
年
條
お
よ
び
集
解
參
照
︒

(20
)

同
樣
の
表
現
は
︑
﹃
太
�
御
覽
﹄
卷
五
五
九
に
引
く
﹃
営
征
記
﹄

に
も
﹁
梁
孝
王
冢
漸
山
徙
戶
︑
以
石
爲
藏
﹂
と
見
え
る
︒
後
営
す
る

よ
う
に
︑
梁
孝
王
劉
武
の
墓
葬
と
さ
れ
る
保
安
山
漢
墓
は
橫
穴
崖
洞

墓
で
あ
る
︒

(21
)

�
口
隆
康
﹃
古
代
中
國
を
發
掘
す
る

︱
︱
馬
王
堆
︑
滿
城
他

︱
︱
﹄
(
怨
潮
社
︑
一
九
七
五
年
)
二
五
三
～
二
五
四
頁
︑
羅
二
虎

﹁
試
論
西
漢
時
�
中
原
地
區
�
崖
墓
﹂
(﹃
考
古
與
�
物
﹄
一
九
九
一

年
第
三
�
)︒

(22
)

d

(
18
)
�
揭
黃
曉
芬
著
書
第
三
違
︒
た
だ
し
︑
黃
氏
の
言
う
椁

墓
・
室
墓
と
竪
穴
墓
・
橫
穴
墓
は
同
義
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
�
漢

後
�
の
廣
陽
王
墓
と
さ
れ
る
大
葆
臺
漢
墓
は
黃
腸
題
湊
を
�
う
竪
穴

墓
で
あ
る
が
︑
黃
氏
は
こ
れ
を
室
墓
に
分
類
し
て
い
る
︒

(23
)

孟
强
﹁
從
墓
葬
結
�
談
獅
子
山
西
漢
墓
�
¸
個
問
題
﹂
(﹃
東
南
�

 
﹄
二
〇
〇
二
年
第
三
�
)︑
劉
照
円
﹁
徐
州
地
區
大
型
崖
洞
墓
初

步
硏
究
﹂
(﹃
東
南
�
 
﹄
二
〇
〇
四
年
第
五
�
)︑
周
學
鷹
﹁“
因
山

爲
陵
”
葬
制
探
源
﹂
(﹃
中
原
�
物
﹄
二
〇
〇
五
年
第
一
�
)
︒
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(24
)

d

(23
)
�
揭
周
學
鷹
論
�
︒

(25
)

劉
瑞
・
劉
濤
著
書
下
>
第
一
違
第
二
?
︒

(26
)

中
國
社
會
科
學
院
考
古
硏
究
1
・
河
北
省
�
物
管
理
處
﹃
滿
城
漢

墓
發
掘
報
吿
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
一
九
八
〇
年
)︒
以
下
︑﹁
報
吿
書
﹂

と
呼
稱
す
る
︒

(27
)

報
吿
書
四
三
～
四
八
頁
︒

(28
)

報
吿
書
四
九
頁
︒

(29
)

報
吿
書
三
三
六
～
三
三
七
頁
︒

(30
)

報
吿
書
二
七
四
頁
︒

(31
)

發
掘
の
�
�
や
當
時
の
報
v
に
つ
い
て
は
︑
<
紹
宗
﹃
滿
城
漢

墓
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
三
年
)
�
言
參
照
︒

(32
)

劉
瑞
・
劉
濤
著
書
五
〇
一
頁
︑
d

(9
)
�
揭
村
元
著
書
一
二
六

頁
︒

(33
)

劉
<
志
著
書
七
〇
～
七
一
頁
︒

(34
)

上
野
祥
&
﹁
華
北
地
域
の
�
漢
社
會

︱
︱
�
墓
技
�
と
地
域
閒

關
係
︱
︱
﹂
(﹃
中
國
考
古
學
﹄
第
八
號
︑
二
〇
〇
八
年
)︒

(35
)

河
北
省
�
物
管
理
處
﹁
河
北
省
三
十
年
來
�
考
古
工
作
﹂
(
�
物

>
輯
委
員
會
>
﹃
�
物
考
古
工
作
三
十
年
﹄
�
物
出
版
社
︑
一
九
七

九
年
1
收
)︒

(36
)

河
北
省
F
物
館
・
�
物
管
理
處
・
中
共
定
縣
縣
委
宣
傳
部
・
定
縣

F
物
館
﹁
定
縣
四
〇
號
漢
墓
出
土
�
金
鏤
玉
衣
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
七

六
年
第
七
�
)︑
河
北
省
�
物
硏
究
1
﹁
河
北
定
縣
四
〇
號
漢
墓
發

掘
鯵
報
﹂
(﹃
�
物
﹄
一
九
八
一
年
第
八
�
)︒

(37
)

『漢
書
﹄
に
よ
る
と
︑
中
山
王
の
系
�
は
﹁
靖
王
｣
↓
｢哀
王
｣
↓

｢康
王
｣
↓
｢頃
王
｣
↓
｢憲
王
﹂
で
あ
る
が
︑﹃
水
經
/
﹄
で
は
﹁
靖

王
｣↓
｢
康
王
｣
↓
｢哀
王
｣
↓
｢憲
王
｣↓
｢
頃
王
﹂
に
作
る
︒

(38
)

報
吿
書
に
よ
る
と
︑
陵
山
の
東
南
に
守
陵
村
な
る
村
が
あ
り
︑
そ

こ
に
ñ
む
人
々
は
陵
山
に
あ
る
陵
墓
を
守
る
べ
き
と
す
る
傳
承
を
�

し
て
い
た
も
の
の
︑
そ
の
墓
6
の
名
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う

(
四
頁
)︒

(39
)

劉
瑞
・
劉
濤
氏
は
︑
國
都
よ
り
�
い
場
1
に
陵
墓
を
�
營
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
王
國
の
國
力
が
强
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
と
す
る

(四
二
七
～
四
三
三
頁
)︒
村
元
氏
は
梁
王
墓
群

が
�
碭
群
山
に
�
營
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
︑
當
地
が
高
祖
劉
邦
の

事
績
に
關
わ
る
重
�
な
地
と
t
識
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
求
め
る

(/
九
�
揭
村
元
著
書
一
二
六
～
一
二
七
頁
)︒

(40
)

河
北
省
�
 
局
�
物
工
作
Ô
﹁
河
北
定
縣
北
莊
漢
墓
發
掘
報
吿
﹂

(﹃
考
古
學
報
﹄
一
九
六
四
年
第
二
�
)
︒

(41
)

淸
・
惠
棟
﹃
後
漢
書
補
/
﹄
卷
一
一
﹁
憲
母
沘
陽
公
6
︒
古
人
謂

甥
爲
出
﹂︒

(42
)

d

(
40
)
�
揭
報
吿
書
に
は
︑
刻
字
の
あ
る
塞
石
す
べ
て
の
釋

�
・
圖
版
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
︒
16
と
い
う
の
は
塞
石
一
つ
一
つ
に

振
ら
れ
た
整
理
番
號
で
あ
る
︒

(43
)

飯
山
三
九
郞
﹁
河
北
定
縣
北
莊
漢
墓
刻
石
の
書
丹
者
﹂
(﹃
書
v
書

學
&
硏
究
﹄
四
號
︑
一
九
九
四
年
)︒

(44
)

【
表
二
︼
は
d

(43
)
飯
山
論
�
1
揭
︹
表
Ⅱ
︺
を
參
考
に
作
成

し
た
が
︑
瓜
計
結
果
は
若
干
衣
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は
︑
塞
石

刻
�
の
す
べ
て
が
﹁
石
材
產
地+

工
人
本
貫+

工
人
姓
名+

作
﹂
と

い
う
書
式
に
則
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
例
え
ば
﹁
魯
�
陽
石
工

于
角
L
都
石
﹂
(45
)
の
よ
う
な
イ
レ
ギ
ュ
ラ
な
も
の
も
あ
り
︑
こ
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の
よ
う
な
事
例
に
對
す
る
9
斷
基
準
が
飯
山
氏
と
筆
者
と
で
衣
な
っ

て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
本
來
で
あ
れ
ば
︑
個
々
の
事
例
に
對
す
る
筆

者
の
9
斷
基
準
を
ô
一
示
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
紙
幅
の
關

係
で
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
塞
石
刻
�
の
書
式
や
そ
の
內
容
に
つ

い
て
は
︑
い
ず
れ
あ
ら
た
め
て
檢
討
し
た
い
︒

(45
)

/
四
三
�
揭
飯
山
論
�
︒
た
だ
し
︑
塞
石
刻
�
中
に
﹁
梁
郡
﹂
と

﹁
梁
國
﹂
が
õ
存
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
後
漢
の
梁
王
國
が

�
初
に
設
置
さ
れ
た
円
初
四
年

(後
七
九
)
以
�
に
ま
で
N
る
可
能

性
も
あ
る
︒

(46
)

『後
漢
書
﹄
卷
二
三
竇
融
列
傳
附
竇
憲
列
傳
に
よ
る
と
︑
竇
氏
が

立
后
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
竇
憲
は
侍
中
・
虎
賁
中
郞
將
︑
竇
篤
は
黃

門
侍
郞
に
拔
R
さ
れ
︑﹁
竝
侍
宮
省
︑
賞
賜
纍
積
︑
寵
貴
日
盛
︑
自

王
・
6
(
陰
・
馬
諸
家
︑
莫
不
畏
憚
﹂
と
い
う
�
樣
で
あ
っ
た
と
い

う
︒

(47
)

d

(31
)
�
揭
<
紹
宗
著
書
二
八
～
二
九
頁
︒

(48
)

報
吿
書
二
五
五
～
二
六
一
頁
︑
三
三
七
頁
︒

(49
)

報
吿
書
三
八
～
四
一
頁
︒
な
お
︑
冒
頭
の
﹁
甄
氏
﹂
と
い
う
�
言

は
壼
の
蓋
に
も
見
え
る
が
︑
そ
の
4
味
に
つ
い
て
は
不
詳
︒

(50
)

『水
經
/
﹄
卷
一
九
渭
水
條
に
﹁
8
渠
印
東
逕
漢
高
祖
長
樂
宮
北
︒

本
秦
之
長
樂
宮
也
︒
周
二
十
里
︑
殿
�
列
銅
人
︑
殿
西
�
長
信
・
長

秋
・
永
壽
・
永
昌
諸
殿
﹂
と
あ
り
︑
長
信
宮
が
長
樂
宮
の
西
に
位
置

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
に
見
え
る
﹁
長
信
・
長
秋
・

永
壽
・
永
昌
諸
殿
﹂
が
長
樂
宮
の
一
部
を
�
成
す
る
施
設
な
の
か
否

か
は
不
8
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

(51
)

『&
記
﹄
卷
四
九
外
戚
世
家
・
王
太
后
世
家
﹁
而
景
�
諸
美
人
皆

因
長
公
6
見
景
�
︑
得
貴
幸
﹂︒

(52
)

d

(2
)
�
揭
拙
著
第
六
違
第
三
?
︒

(53
)

『&
記
﹄
卷
四
九
外
戚
世
家
・
竇
太
后
世
家
﹁
竇
太
后
︑
趙
之
淸

河
觀
津
人
也
﹂︒
ち
な
み
に
︑
北
莊
漢
墓
の
�
營
に
關
與
し
た
後
漢

違
�
の
外
戚
竇
氏
は
︑
�
漢
�
�
の
外
戚
竇
氏
の
�
い
子
孫
に
あ
た

る
︒

(54
)

d

(
8
)
�
揭
獅
子
山
漢
墓
報
吿
書
︒

(55
)

d

(
23
)
�
揭
諸
論
�
︒
な
お
︑
諸
氏
は
二
〇
〇
一
年
に
江
蘇
省

徐
州
市
西
郊
で
發
見
さ
れ
た
楚
王
山
漢
墓
に
も
竪
穴
墓
の
a
風
を
見

出
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
劉
瑞
・
劉
濤
氏
の
批
9
も
あ
る

(
劉
瑞
・
劉
濤
著
書
五
五
〇
頁
)
︒

(56
)

d

(
18
)
�
揭
黃
曉
芬
著
書
一
〇
六
～
一
〇
八
頁
︒

(57
)

河
南
省
�
物
考
古
硏
究
1
﹃
永
城
西
漢
梁
國
王
陵
與
寢
園
﹄
(中

州
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
)︑
河
南
省
商
丘
市
�
物
管
理
委
員

會
・
河
南
省
�
物
考
古
硏
究
1
・
河
南
永
城
市
�
物
管
理
委
員
會

﹃
�
碭
山
西
漢
梁
王
墓
地
﹄
(
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年
)︒

(58
)

d

(
21
)
�
揭
羅
二
虎
論
�
︒

(59
)

d

(
21
)
�
揭
羅
二
虎
論
�
︑
d

(18
)
�
揭
黃
曉
芬
著
書
一
〇

六
～
一
〇
八
頁
は
︑
保
安
山
・
滿
城
漢
墓
M
1
に
特
�
�
な
囘
�
型

の
墓
葬
を
比
�
�
古
い
形
態
と
見
る
が
︑
d

(23
)
�
揭
諸
論
�
は

初
�
楚
王
墓
に
竪
穴
墓
の
殘
滓
を
t
め
る
︒
他
方
︑
劉
<
志
氏
は
囘

�
を
持
つ
保
安
山
・
滿
城
漢
墓
を
楚
王
墓
の
!
生
型
と
見
て
い
る

(
劉
<
志
著
書
一
二
一
頁
)︒

(60
)

劉
<
志
氏
は
︑
保
安
山
漢
墓
を
囘
�
の
あ
る
A
型
崖
洞
墓
に
分
類

す
る
一
方
︑
そ
れ
以
影
の
梁
王
墓
は
甬
v
に
耳
室
を
設
け
ず
︑
6
室
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に
側
室
を
附
設
す
る
Ba
型
崖
洞
墓
に
分
類
す
る

(劉
<
志
著
書
九
三

～
九
八
頁
)︒

(61
)

劉
瑞
・
劉
濤
著
書
四
九
七
～
四
九
八
頁
︒

(62
)

d

(18
)
�
揭
黃
曉
芬
著
書
八
六
～
九
三
頁
︒

(63
)

劉
<
志
著
書
九
五
～
九
六
頁
︑
一
二
一
頁
︒

(64
)

d

(34
)
�
揭
上
野
論
�
︒

(65
)

d

(57
)
�
揭
﹃
�
碭
山
西
漢
梁
王
墓
地
﹄
三
四
～
三
六
頁
︑
七

〇
～
七
一
頁
︒
た
だ
し
︑
M
1
・
M
2
い
ず
れ
を
王
墓
と
見
る
か
と

い
う
點
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る

(劉
瑞
・
劉
濤
著
書
一

六
七
～
一
六
八
頁
)︒

(66
)

『&
記
﹄
卷
五
八
梁
孝
王
世
家
︒

(67
)

劉
<
志
著
書
一
六
五
～
一
六
六
頁
︒

(68
)

郡
縣
の
み
な
ら
ず
王
國
に
も
司
空
が
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
宮

宅
ö
﹃
中
國
古
代
𠛬
制
&
の
硏
究
﹄
(京
都
大
學
學
�
出
版
會
︑
二

〇
一
一
年
)
第
五
違
に
言
(
が
あ
る
︒

(69
)

『漢
書
﹄
卷
六
八
霍
光
傳
︑
同
卷
九
三
佞
幸
傳
・
董
賢
傳
︑
同
卷

八
一
孔
光
傳
︒

(70
)

『續
漢
書
﹄
禮
儀
志
下
・
諸
侯
王
列
侯
始
封
貴
人
公
6
薨
條
に
も

同
樣
の
記
営
が
見
え
る
︒
ま
た
︑
村
元
氏
は
︑
景
�
紀
末
尾
よ
り
︑

景
�
�
以
影
︑
諸
侯
王
墓
の
墳
丘
�
營
に
�
發
す
る
人
員
數
が
三
百

人
ま
で
に
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は

あ
く
ま
で
皇
�
陵
と
同
規
模
の
陵
墓
�
營
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑

諸
侯
王
の
權
威
を
奪
う
た
め
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る

(d

(
9
)
�
揭
村
元
著
書
一
一
五
～
一
一
七
頁
︑
一
二
三
頁
)︒

(71
)

梁
白
泉
﹁
高
郵
天
山
一
號
漢
墓
發
掘
側
記
﹂
(﹃
�
F
�
÷
﹄
第
三

二
�
︑
一
九
八
〇
年
)︒

(72
)

d

(
9
)
�
揭
村
元
著
書
第
三
違
︒
陵
墓
の
規
模
が
縮
小
す
る
だ

け
で
な
く
︑
內
部
の
�
�
も
王
國
ご
と
に
規
格
 
し
て
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
乏
し
く
な
り
︑
さ
ら
に
臣
下
が
陪
葬
さ
れ
た
事
例
も
t
め

ら
れ
な
く
な
る
と
す
る
︒

(73
)

劉


は
非
常
に
多
く
の
子
を
h
け
た
た
め
︑
推
恩
の
令
に
よ
っ
て

封
侯
さ
れ
た
王
子
の
數
も
多
く
︑
ま
た
そ
の
中
で
酎
金
律
に
よ
っ
て

國
除
に
£
い
�
ま
れ
た
者
の
數
も
王
國
中
�
多
で
あ
る

(d

(2
)

�
揭
拙
著
第
六
違
附
論
)
︒

(74
)

舊
趙
地
の
領
土
變
�
に
つ
い
て
は
︑
周
振
鶴
﹃
西
漢
政
區
地
理
﹄

(人
民
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
)
七
六
～
九
七
頁
︒

(75
)

M
1
・
M
2
は
ほ
ぼ
同
樣
の
�
�
を
�
る
が
︑
M
2
の
南
北
耳

室
・
中
室
に
は
M
1
に
見
ら
れ
な
い
器
物
臺
が
多
數
確
t
さ
れ
て
い

る

(報
吿
書
二
二
〇
～
二
二
四
頁
)
︒
ま
た
︑
M
1
6
室
に
�
置
さ

れ
た
棺
椁
は
木
製
の
一
棺
一
椁
で
あ
る
の
に
對
し

(報
吿
書
三
〇
～

三
三
頁
)︑
M
2
6
室
は
石
板
で
舖
裝
さ
れ
た
石
室
に
な
っ
て
い
る

上
︑
豪
華
絢
爛
な
鑲
玉
漆
棺
が
�
置
さ
れ
て
い
る

(報
吿
書
二
三
四

～
二
四
四
頁
)
︒
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empire, the local legal systems of the regions―the Qing Code, Manchu law, and the

Mongolian law―respectively held sway in the China proper, Manchuria, and

Mongolia.

THE ACTUAL STATE OF THE RULE IN KINGDOMS AS

SEEN FROM KINGSʼ TOMBS OF THE FORMER HAN :

A CASE STUDY OF THE HAN TOMBS AT MANCHENG DISTRICT

IN HEBEI AND LIU SHENG, KING JING OF

THE ZHONGSHAN KINGDOM

TATEMI Satoshi

The Former Han dynasty appointed kings (zhuhouwang諸侯王) in eastern

China, and assigned them to rule over their kingdoms. There has been much

research about this system, which has been called the commandery-kingdom

system (junguozhi郡國制). But because of the lack of historical sources, the actual

state of the relations established between the kings and influential residents of their

kingdoms has not been clarified. In this paper, I examine this problem using the

kingsʼ tombs as a clue in solving this issue.

First, I organized basic information about kingsʼ tombs. They have common

points : most tombs contain clothes made of jewels (yuyi 玉衣) and yellow wooden

walls (huangchangticou 黃腸題凑). But on the other hand, they also have

differences : some are pit tombs, while other are cave tombs. The difference in

shape may provide an important clue in clarifying the relation between the kings

and influential residents.

Next, I made a case study, examining the particular qualities of the Han tombs

at Mancheng found north of the Huang river. One was the tomb of Liu Sheng, King

Jing of the Zhongshan kingdom (r. 154-112 BC). The tomb has two special

characteristics : first, it is the only cave tomb north of the Huang river ; second, it

was built at a place far from the capital of the kingdom. I considered the

background affecting these two points in comparison with other tombs : the Later

Han tombs at Beizhuang and the Former Han tombs at Baoanshan. As a result, I

reached the following conclusions. First, Liu Sheng received the support of

emperorʼs maternal relatives, the Dou clan, in building his tomb. Second, the reason

he received this support is that kingdoms were weakened by the policies of the
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central government. Third, it may be that he had no choice but to build his tomb at

a location far from the capital because he could not get the backing of local

residents.

Based on the above, I emphasize that examining the kingsʼ tombs is very

effective in grasping how the relationships between kings, who came from

elsewhere to rule residents in their kingdoms, and those residents were established.

THE CONTROVERSY OVER THE ANCESTRAL TEMPLE SYSTEM IN

THE FORMER HAN DYNASTY AND THE “JIFA” 祭法

CHAPTER OF THE LIJI

SUENAGA Takayasu

In this paper the author analyzes the ancestral temple system contained in the

“Jifa” 祭法 chapter of the Liji, making clear that this system provided the

framework of the controversy over the ancestral temple system during the Former

Han dynasty, especially in the period of the reign of Emperor Yuan, and also makes

a preliminary investigation of the formative period of the creation of the “Jifa.”

As is well known, there is a discrepancy in the interpretations of the ertiao二祧

(two receptacles for the tablets of more remote ancestors) by Zheng Xuan \玄

and Wang Su 王肅 in the description of the ancestral temple system in the “Jifa.”

Both err in interpreting Zuxiaomiao祖孝` in this chapter as the ancestral temple

of the great ancestor. Only Wang Yinzhi 王引之 correctly interpreted Zuxiaomiao

as the ancestral temple of the ancestor five generations earlier, and interpreted

ertiao as two receptacles for the tablets of ancestors six and seven generations

earlier. Based on Wang Yinzhiʼs interpretation, the basis for the ancestral temple

system contained in the “Jifa” is the following two principles.

One, scrapping the ancestral temple of ancestors without the prescribed

degree of consanguinity (the great ancestor included) and fixing the number of

coexisting ancestral temples. Two, preserving the ancestral temple of the

ancestors who rendered particularly distinguished services, and making them

permanent temples called zu 祖, zong宗 and the like.

According to these two principles in this system, the number of coexisting

ancestral temple of recent ancestors was set substantially at five.

The main issue in the controversy over the ancestral temple system in the
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