
北
魏
洛
陽
北
邙
墓
群
の
�
成
と
變
�

村

元

永

一

は
じ
め
に

第
一
違

�
城
�
の
皇
�
陵
と
陪
葬
墓

第
二
違

洛
陽
�
の
北
邙
墓
群

︱
︱
元
氏
を
中
心
に
︱
︱

第
三
違

洛
陽
�
の
陪
葬
と
漢
族
の
埋
葬

第
四
違

洛
陽
�
の
葬


儀
禮
の
變
�

お
わ
り
に

は
じ
め
に

北
魏
の
洛
陽
�
都
後
に
築
か
れ
た
北
邙
墓
群
は
︑
多
量
の
墓
誌
が
出
土
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
︑
そ
れ
を
用
い
た
硏
究
も
多
い
︒
中
で
も
︑
墓

誌
出
土
地
を
記
錄
し
た
郭
玉
堂
氏
の
﹃
洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
﹄
(一
九
四
一
年
刊
︒
以
下
︑
﹃
時
地
記
﹄)
を
基
に
︑
北
魏
の
墓
群
の
�
成
原
理
を

鮮
卑
の
族
葬
に
求
め
ら
れ
た
宿
白
氏
の
論
考
は
︑
こ
の
墓
群
の
硏
究
の
方
向
性
を
定
め
︑
發
表
か
ら
四
〇
年
を
經
た
現
在
で
も
大
き
な
影
�
を

保
ち
續
け
て
い
る(1

)
︒
宿
氏
の
論
は
墓
誌
�
と
出
土
地
の
檢
討
に
基
づ
い
た
精
緻
な
も
の
で
︑
繼
承
す
べ
き
點
が
多
い
︒
一
方
で
︑
孝
�
�
の
漢

�
政
策
の
總
仕
上
げ
と
も
い
う
べ
き
洛
陽
�
都
後
に
怨
た
に
つ
く
ら
れ
た
鮮
卑
墓
群
の
�
成
原
理
が
︑
鮮
卑
古
來
の
葬
俗
に
基
づ
く
と
い
う
宿

氏
の
說
に
從
う
の
で
あ
れ
ば
︑
北
魏
�
上
の
孝
�
�
の
改
革
の
�
價
に
も
關
わ
る
問
題
と
な
る
︒
宿
氏
の
論
說
に
つ
い
て
は
夙
に
謝
寶
富
氏
が
︑
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鮮
卑
の
�
風
と
捉
え
る
こ
と
に
疑
義
を
�
さ
れ
て
い
る(2

)
︒
後
営
す
る
よ
う
に
謝
氏
の
指
摘
は
今
日
の
中
國
陵
墓
硏
究
の
�
展
を
み
て
も
�
當
な

も
の
が
多
く
︑
宿
說
の
再
檢
討
が
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
宿
氏
が
硏
究
の
基
礎
と
さ
れ
な
が
ら
︑
閱
覽
困
難
だ
っ
た
﹃
時
地

記
﹄
が
氣
賀
澤
保
規
氏
に
よ
り
復
刻
さ
れ(3

)
︑
北
邙
墓
群
の
硏
究
條
件
は
大
き
く
整
っ
た
と
言
え
る
︒

本
稿
で
は
︑
ま
ず
は
�
城
�
の
北
魏
墓
群
の
樣
子
を
槪
觀
し
︑
�
に
宿
說
の
檢
討
を
行
っ
た
上
で
︑
�
洛
後
の
北
魏
墓
群
の
�
成
を
時
閒
軸

に
沿
っ
て
檢
討
し
︑
墓
群
形
成
が
い
か
な
る
原
則
に
基
づ
き
︑
北
魏
の
皇
�
權
力
と
ど
の
よ
う
に
關
わ
っ
て
い
た
の
か
を
!
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
︒

第
一
違

�
城
�
の
皇
�
陵
と
陪
葬
墓

洛
陽
�
の
北
魏
墓
地
と
の
比
�
の
た
め
に
︑
ま
ず
は
�
城
�
の
樣
子
を
見
て
お
き
た
い
︒
�
城
�
北
魏
墓
群
の
�
大
の
特
徵
は
︑
�
末
�
に

い
た
る
ま
で
都
城
と
皇
�
陵
區
が
切
り
離
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
︒
�
城
�
の
皇
�
陵
は
金
陵
と
呼
ば
れ
︑
今
な
お
正
確
な
位
置
す
ら
不
!

だ
が
︑
�
城
か
ら
は
か
な
り
離
れ
︑
都
城
か
ら
#
見
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る(4

)
︒
こ
こ
で
は
金
陵
の
陪
葬
に
$
目
し
た
い
︒﹃
魏
書
﹄

﹃
北
�
﹄
の
各
傳
か
ら
陪
葬
者
を
抽
出
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
(

)
は
確
&
し
え
る
歿
年
で
あ
る
︒

宗
室
：
江
夏
公
呂
︑
常
山
王
素

(和
�
三
年
・
四
六
二
)
︑
彭
城
公
勃
︑
彭
城
王
粟
︑
長
樂
王
處
�

(泰
常
元
年
・
四
一
六
)
︑
任
城
王
雲

(太
和

五
年
・
四
八
一
)

長
孫
氏
：
上
黨
王
觀
︑
藍
田
侯
肥

(天
賜
五
年
・
四
〇
八
)
︑
子
の
�
陽
王
õ

(神
䴥
三
年
・
四
三
〇
)
︑
õ
の
子
の
�
陽
公
�
成
︑
肥
の
子
の
吳

郡
王
陳

(興
光
二
年
・
四
五
五
)

叔
孫
氏
：
丹
陽
王
円

(太
*
三
年
・
四
三
七
)
︑
子
の
安
城
王
俊

(泰
常
元
年
・
四
一
六
)

奚
氏
：
城
陽
公
烏
侯

(興
光
年
閒
・
四
五
四
︱
四
五
五
)

車
氏
：
宣
城
王
路
頭

(泰
常
六
年
・
四
二
一
)
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陸
氏
：
�
原
王
麗

(和
�
六
年
・
四
六
五
)
乙
弗
渾
に
よ
り
殺
,
後
︑
獻
�
�
に
よ
り
金
陵
に
陪
葬
︒

羅
氏
：
帶
方
公
斤
︑
孫
の
趙
郡
公
拔

源
氏
：
隴
西
王
賀

(太
和
三
年
・
四
七
九
)
南
涼
禿
髮
傉
檀
の
子
︒

姚
氏
：
隴
西
王
黃
眉

(太
武
�
�
)
後
秦
姚
興
の
子
︒
!
元
�
皇
后
姚
氏
の
弟
︒

王
氏
：
眞
定
公
円

�
�
皇
后
王
氏
の
兄
弟
の
孫
︒

司
馬
氏
：
琅
琊
王
楚
之

(和
�
五
年
・
四
六
四
)
東
晉
の
宗
族
︒

出
自
を
見
る
と
︑
宗
室
以
外
の
長
孫
氏
︑
叔
孫
氏
︑
奚
氏
︑
車
氏
は
﹃
魏
書
﹄
官
氏
志
の
言
う
�
室
十
姓
で
あ
り
︑
陸
氏
は
後
に
八
姓
と
さ

れ
る
名
族
で
あ
り
︑
羅
氏
も
﹁
代
の
人
な
り
︒
其
の
先

世
よ
部
落
を
領
し
︑
國
の
附
臣
と
爲
﹂
っ
た
鮮
卑
の
/
力
氏
族
で
あ
る
︒
ま
た
︑
長

孫
︑
叔
孫
︑
羅
の
各
氏
に
つ
い
て
は
數
世
代
に
わ
た
っ
て
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
が
確
&
で
き
る
︒
そ
の
他
の
源
賀
︑
姚
黃
眉
︑
司
馬
楚
之
は
北
魏

と
對
峙
し
て
い
た
國
の
皇
族
で
あ
り
︑
ま
た
姚
氏
︑
王
氏
は
外
戚
で
も
あ
る
︒
一
見
す
る
と
︑
0
漢
や
後
漢
な
ど
の
漢
族
王
1
の
陪
葬
墓
と
同

樣
に
︑
皇
�
の
恩
寵
を
示
す
た
め
に
功
臣
や
高
官
を
皇
�
陵
に
陪
葬
さ
せ
た
樣
に
見
え
る
が(5

)
︑
陪
葬
者
の
多
く
が
鮮
卑
族
で
あ
り
︑
漢
族
を
始

め
︑
鮮
卑
以
外
の
北
族
の
高
官
の
陪
葬
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
大
き
な
特
徵
が
あ
る
︒
先
に
見
た
姚
黃
眉
や
司
馬
楚
之
は
例
外
と
な

る
が
︑
對
立
す
る
王
1
の
皇
族
を
北
魏
歷
代
の
墓
地
に
3
え
い
れ
る
と
い
う
政
治
性
を
/
し
た
處
置
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
楚
之
の
4
を

襲
っ
た
司
馬
金
龍
の
墓
は
�
城
で
發
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら(6

)
︑
司
馬
氏
の
金
陵
陪
葬
は
楚
之
一
代
で
あ
り
︑
長
孫
氏
の
よ
う
に
數
代
に
わ
た

る
埋
葬
で
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
に
金
陵
に
陪
葬
さ
れ
た
の
は
︑
宗
室
以
外
は
5
に
鮮
卑
の
/
力
氏
族
で
あ
り
︑
宿
白
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
︑
金
陵
の
本
來
の

6
と
は
北
魏
皇
�
を
中
心
と
し
た
鮮
卑
族
の
墓
地
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
墓
地
の
�
成
を
規
定
す
る
の
は
鮮
卑
族
の
7
俗
で
あ
り
︑
北
魏
に
多
大

な
功
績
の
あ
っ
た
漢
人
官
僚
の
埋
葬
は
確
&
で
き
な
い
︒
こ
れ
が
皇
�
の
恩
寵
と
し
て
王
1
に
貢
獻
し
た
功
臣
や
大
官
を
陪
葬
し
て
い
た
漢
族

王
1
の
陪
葬
と
の
�
大
の
相
8
點
で
あ
る
︒
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�
城
�
で
は
皇
�
︑
皇
后
お
よ
び
拓
跋
鮮
卑
の
/
力
氏
族
は
都
城
9
郊
に
埋
葬
さ
れ
な
か
っ
た
︒
こ
の
時
�
の
�
城
郊
外
の
墓
地
に
つ
い
て

は
向
井
佑
介
氏
と
曹
臣
!
氏
の
硏
究
が
あ
り
︑
そ
の
成
果
に
よ
り
つ
つ
以
下
に
ま
と
め
て
お
く(7

)
︒
向
井
氏
の
整
理
に
よ
る
と
︑
太
武
�
�
か
ら

中
原
風
の
磚
室
墓
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
太
和
�
に
增
加
す
る
︒
ま
た
墓
域
に
つ
い
て
は
皇
�
・
宗
室
お
よ
び
貴
族
の
一
部
が
金
陵
に
埋

葬
さ
れ
︑
そ
れ
に
�
ぐ
高
位
の
も
の
が
�
城
東
郊
に
︑
そ
れ
以
外
の
官
人
は
南
郊
に
埋
葬
さ
れ
た
と
さ
れ
る
︒
曹
氏
は
;
武
�
以
0
か
ら
�
城

�
の
北
魏
墓
の
變
�
を
蹟
附
け
ら
れ
︑
�
城
東
郊
と
南
郊
の
墓
群
を
中
部
︑
南
<
郊
の
﹁
桑
乾
區
﹂
を
南
部
と
區
分
さ
れ
る
︒﹁
桑
乾
區
﹂
の

墓
群
と
は
東
晉
南
1
か
ら
�
城
に
移
っ
た
人
々
の
墓
地
で
あ
る(8

)
︒
こ
の
よ
う
に
�
城
に
=
う
墓
地
は
東
郊
か
ら
南
郊
に
か
け
て
廣
が
っ
て
お
り
︑

埋
葬
者
の
出
自
や
身
分
に
よ
り
墓
域
が
分
け
ら
れ
て
い
た
︒
東
郊
の
墓
群
は
︑
向
井
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
ス
ロ
ー
プ
狀
の
墓
;
を
持
つ

大
型
磚
室
墓
が
多
く
︑
中
で
も
太
和
元
年

(四
七
七
)
埋
葬
の
幽
州
刺
�
燉
煌
公
宋
紹
祖
︑
太
和
八
年
歿
の
冀
州
刺
�
琅
琊
王
司
馬
金
龍
の
墓

の
存
在
が
$
目
さ
れ
る
︒
宋
紹
祖
に
つ
い
て
は
�
書
に
記
載
が
な
い
が
︑
張
慶
捷
・
劉
俊
喜
氏
ら
は
敦
煌
の
豪
族
宋
氏
出
身
で
︑
太
武
�
の
北

涼
�
定
に
=
い
�
城
に
徙
民
さ
れ
た
一
族
と
さ
れ
る(9

)
︒
宋
紹
祖
お
よ
び
司
馬
金
龍
は
�
城
南
方
の
桑
乾
に
埋
葬
さ
れ
た
他
の
@
命
漢
人
と
は
衣

な
る
處
A
を
B
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
宋
紹
祖
墓
は
墓
群
を
�
成
し
て
お
り
︑
向
井
氏
は
︑
墓
群
が
比
�
C
短
�
閒
で
築
か
れ
て
い

る
こ
と
︑
方
位
を
そ
ろ
え
る
こ
と
か
ら
家
族
墓
地
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
筆
者
も
そ
の
見
解
が
�
當
と
考
え
る
︒
墓
の
地
上

施
設
の
痕
蹟
は
!
か
で
な
い
が
︑
太
和
年
閒
に
は
宗
室
の
拓
跋
忠
の
墓
に
碑
を
円
立
し
た
事
例
が
あ
る(10

)
︒
墓
が
地
上
に
標
識
を
立
て
︑
さ
ら
に

磚
室
墓
を
築
く
よ
う
に
な
る
な
ど
︑
漢
族
の
�
�
を
E
り
入
れ
な
が
ら
大
型
�
す
る
傾
向
を
&
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
華
北
に
本
貫

を
持
つ
漢
人
高
官
の
墓
群
は
�
城
郊
外
で
確
&
さ
れ
て
い
な
い
︒
北
魏
の
漢
族
の
埋
葬
を
分
析
さ
れ
た
室
山
留
美
子
氏
は
︑
漢
族
は
本
貫
地
へ

の
埋
葬
が
禁
じ
ら
れ
︑
特
に
獻
�
�
に
よ
る
�
齊
郡
設
置
以
影
嚴
格
�
し
︑
そ
れ
が
解
か
れ
る
の
は
洛
陽
�
都
後
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(11

)
︒

漢
族
の
家
族
墓
の
多
く
が
�
城
南
の
桑
乾
に
集
中
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
鮮
卑
と
漢
族
の
葬
地
が
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
墓

が
磚
室
墓
と
な
り
︑
大
型
�
す
る
傾
向
︑
卽
ち
漢
�
し
て
い
た
こ
と
を
確
&
し
て
お
き
た
い
︒

�
城
�
は
�
末
�
の
�
!
太
后
馮
氏
の
永
固
陵
G
營
と
そ
れ
に
=
う
孝
�
�
壽
陵
の
G
營
に
い
た
る
ま
で
皇
�
陵
が
都
城
9
郊
に
營
ま
れ
る
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こ
と
は
な
く
︑
當
然
な
が
ら
漢
の
皇
�
陵
の
よ
う
に
︑
都
城
9
郊
に
功
臣
の
墓
を
隨
え
た
皇
�
陵
は
&
め
ら
れ
な
い(12

)
︒
馮
氏
に
孝
を
つ
く
す
こ

と
を
目
C
に
孝
�
�
が
太
和
一
五
年

(四
九
一
)
に
壽
陵
を
永
固
陵
の
附
9
に
G
營
し
た
こ
と
は
︑
北
魏
皇
�
陵
の
都
城
郊
外
へ
の
移
動
と
し

て
特
筆
さ
れ
る(13

)
︒
ま
た
都
城
と
陵
墓

(永
固
陵
)
は
皇
�
に
よ
る
謁
陵
を
I
じ
て
密
接
に
つ
な
が
る
よ
う
に
な
り
︑
�
!
太
后
へ
の
孝
�
�
の

孝
を
視
覺
C
に
示
す
役
割
を
擔
っ
た
︒
同
時
に
皇
�
陵
の
移
轉
は
金
陵
へ
の
陪
葬
を
停
止
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
北
魏
皇
�
陵

は
︑
�
城
�
の
末
に
︑
歷
代
漢
族
の
皇
�
陵
︑
特
に
後
漢
の
も
の
に
9
い
樣
態
を
と
る
よ
う
に
な
り
︑
洛
陽
�
都
を
3
え
る
こ
と
に
な
る
︒

第
二
違

洛
陽
�
の
北
邙
墓
群

︱
︱
元
氏
を
中
心
に
︱
︱

洛
陽
の
北
魏
墓
群
に
つ
い
て
は
︑﹃
魏
書
﹄
卷
七
下
・
高
祖
紀
下
の
太
和
一
九
年

(四
九
五
)
六
L
條
に
︑

丙
辰
︑
詔
す
ら
く

�
洛
の
民
︑
死
す
れ
ば
河
南
に
葬
り
︑
北
に
M
る
を
得
ず
と
︒
是
に
於
い
て
代
人
の
南
�
す
る
者
は
︑
悉
く
河
南
洛

陽
の
人
と
爲
る
︒

と
あ
る
︒
北
邙
の
北
魏
墓
地
は
︑
�
洛
の
人
々
の
本
貫
が
洛
陽
と
さ
れ
︑
河
南
へ
の
埋
葬
が
强
制
さ
れ
た
こ
と
か
ら
政
治
C
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
皇
�
陵
も
洛
陽
�
都
後
は
永
固
陵
と
同
樣
に
都
城
郊
外
に
築
か
れ
る
︒
總
じ
て
�
城
末
�
の
液
れ
を
B
け
て
墓
地
が
G
營
さ
れ
た

と
言
え
る
︒
以
下
の
行
論
に
も
關
係
す
る
た
め
︑
洛
陽
北
魏
墓
群
が
立
地
す
る
北
邙
上
の
墓
の
分
布
を
槪
觀
し
て
お
き
た
い
﹇
圖
﹈︒
北
魏
の

都
洛
陽
の
北
に
東
西
に
*
び
る
黃
土
の
臺
地
が
北
邙
で
あ
る
︒
邙
山
の
漢
魏
洛
陽
城
の
北
方
に
あ
た
る
朱
家
村
か
ら
三
十
里
鋪
に
か
け
て
が
後

漢
の
皇
�
陵
區
で
あ
り
︑
朱
家
村
か
ら
東
の
首
陽
山
ま
で
は
後
漢
の
陪
葬
墓
區
が
廣
が
る
︒
北
魏
が
墓
區
を
設
定
し
た
の
は
後
漢
皇
�
陵
區
と

の
重
複
を
P
け
︑
さ
ら
に
西
側
と
な
っ
て
い
る
︒
北
魏
墓
群
は
南
液
し
て
洛
河
に
$
ぐ
瀍
河
に
よ
り
東
西
に
二
分
さ
れ
て
お
り(14

)
︑
瀍
河
西
岸
に

北
か
ら
孝
�
�
の
長
陵
︑
宣
武
�
の
景
陵
が
築
か
れ
る
︒
瀍
河
東
岸
の
姚
凹
︑
南
・
北
陳
莊
︑
張

(
障
)
羊
︑
Ö
家
凹
︑
後
海
R
︑
徐
家
Ø
の

各
村
一
帶
が
元
氏
墓
誌
の
集
中
C
に
出
土
す
る
場
S
で
あ
る
︒
以
上
の
墓
の
分
布
と
地
形
を
ふ
ま
え
北
魏
墓
群
を
見
て
い
く
が
︑
檢
討
に
先
立

ち
宿
白
氏
と
諸
先
學
の
5
な
硏
究
を
槪
觀
し
て
お
く
︒
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宿
氏
の
論
說
の
U
點
は
北
邙
北
魏
墓
群
の
�
成
原
理
を
鮮
卑
の
部
族
制
に
求
め
︑
漢
族
王
1
の
皇
�
陵
と
陪
葬
墓
か
ら
な
る
墓
群
と
は
衣
質

の
も
の
と
し
た
こ
と
に
あ
る
︒
宗
室
で
あ
る
元
氏
は
︑
出
自
す
る
皇
�
の
系
瓜
︑
例
え
ば
景
穆
�
系
︑
�
成
�
系
每
に
固
ま
っ
て
墓
群
を
�
成

し
︑
さ
ら
に
;
武
�
系
の
墓
群
を
中
心
と
し
て
︑
右
に
!
元
・
景
穆
�
系
︑
左
に
太
武
・
�
成
�
系
の
宗
室
墓
が
分
布
す
る
と
さ
れ
る
︒
さ
ら

に
宗
族
墓
地
の
周
邊
に
鮮
卑
/
力
氏
族
X
び
鮮
卑
の
影
臣
や
漢
族
の
墓
群
が
族
葬
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
す
る
︒
氏
は
族
葬
墓
地
に
つ
い
て
︑

﹃
周
禮
﹄
春
官
・
冢
人
に
﹁
先
王
の
葬
は
中
に
居
り
︑
昭
穆
を
以
て
左
右
と
爲
す
︒
凡
そ
諸
侯
は
左
右
の
以
0
に
居
り
︑
卿
大
夫
士
は
後
に
居

り
︑
各
お
の
其
の
族
を
以
て
す
﹂
と
あ
る
6
を
典
型
と
さ
れ
︑
こ
の
よ
う
な
墓
地
は
中
原
で
は
西
周
か
ら
春
秋
�
に
確
&
で
き
る
が
︑
戰
國
時

代
末
か
ら
0
漢
初
頭
に
か
け
て
家
族
墓
へ
と
移
行
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
洛
陽
北
魏
墓
群
の
族
葬
は
漢
族
の
葬
俗
に
由
來
す
る
も
の
で
は

な
く
︑
鮮
卑
固
/
の
7
俗
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
理
解
と
な
る
︒
こ
の
學
說
は
盜
掘
さ
れ
た
墓
誌
の
出
土
位
置
を
﹃
時
地
記
﹄
に
よ
り
復
原
し
︑

さ
ら
に
墓
誌
の
丹
念
な
讀
み
Z
み
に
よ
り
[
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
說
得
力
に
富
む
︒
ま
た
︑
結
論
が
鮮
卑
固
/
の
7
俗
を
色
濃
く
殘
す

と
い
う
︑
北
魏
の
漢
�
の
問
題
に
つ
い
て
も
一
石
を
投
じ
て
お
り
︑
今
な
お
大
き
な
影
�
力
を
持
っ
て
い
る
︒

宿
氏
に
對
し
\
面
C
に
反
論
さ
れ
た
の
が
謝
寶
富
氏
で
あ
る
︒
謝
氏
は
︑
宿
氏
が
﹁
原
始
族
葬
の
餘
風
﹂
と
す
る
北
魏
墓
群
の
�
成
原
理
を

否
定
し
︑
北
歸
を
#
む
鮮
卑
貴
族
の
想
い
を
斷
ち
切
る
た
め
の
政
治
C
な
墓
地
設
定
と
す
る
︒
ま
た
︑
墓
群
內
に
は
家
族
墓
地
の
秩
序
は
あ
る

が
︑
出
自
の
�
系
每
の
グ
ル
ー
プ
は
&
め
ら
れ
な
い
と
し
︑
宿
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
鮮
卑
の
�
風
に
よ
る
族
葬
は
な
く
︑
太
和
年
閒
以
影
に

^
_
に
�
む
漢
族
風
の
家
族
墓
地
の
集
積
と
見
な
し
て
よ
い
と
さ
れ
た
︒

窪
添
慶
�
氏
は
宿
說
を
槪
ね
繼
承
し
つ
つ
︑
墓
群
の
形
成
を
時
系
列
で
整
理
さ
れ
︑
皇
�
子
孫
の
系
列
每
に
墓
地
が
豫
め
定
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
︑
墓
域
の
�
置
か
ら
︑
孝
�
�
に
よ
っ
て
�
�
�
か
ら
改
め
て
太
祖
と
さ
れ
た
;
武
�
系
を
中
心
に
景
穆
︑
�
成
︑
獻
�
︑
孝

�
の
系
瓜
か
ら
な
る
宗
室
體
制
が
可
視
�
さ
れ
た
も
の
と
說
か
れ
る(15

)
︒

向
井
佑
介
氏
は
邙
山
北
魏
墓
群
が
皇
�
陵
を
頂
點
に
皇
族
︑
貴
族
の
墓
を
�
し
た
こ
と
を
&
め
︑
そ
の
目
C
は
洛
陽
に
居
地
と
葬
地
を
與
え

る
こ
と
で
階
層
や
士
庶
の
秩
序
を
!
確
�
に
す
る
こ
と
︑
集
權
C
な
身
分
秩
序
の
體
現
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る(16

)
︒
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以
上
の
先
學
の
硏
究
は
い
ず
れ
も
宿
氏
の
說
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
宿
氏
の
說
を
檢
證
す
る
た
め
︑
元
氏
の
墓
の
分
布
狀
況
を
確
&
し

て
お
く(

17
)

︒
墓
誌
の
出
土
地
に
つ
い
て
は
﹃
時
地
記
﹄
に
基
づ
く(18

)
︒
た
だ
し
︑﹇
圖
﹈
に
は
一
部
の
墓
の
位
置
し
か
プ
ロ
ッ
ト
し
て
い
な
い
︒
宗

室
元
氏
が
出
自
す
る
皇
�
每
に
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
︑
紙
幅
の
關
係
も
あ
り
︑
特
a
C
な
事
例
の
み
取
り
上
げ
る
︒

ま
ず
は
孝
�
�
が
�
も
�
慮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
叔
父
の
�
成
�
系
皇
子
と
︑
自
身
の
兄
弟
で
あ
る
獻
�
�
皇
子
の
墓
を
槪
觀
す
る
︒
�
成
�

系
で
は
皇
子
五
人
の
系
瓜
の
う
ち
︑
安
樂
王
系
一
例

($
︒
墓
5
名
︑
以
下
同
)
︑
齊
郡
王
系
五
例

(
鯵
︑
祐
︑
演
︑
禮
之
︑
子
永
)
︑
安
豐
王
系
一

例

(*
!
)
の
墓
誌
出
土
地
が
確
&
で
き
る
が
︑
安
樂
王
系
は
伯
樂
凹
村
北
︑
安
豐
王
系
は
小
梁
村
︑
齊
郡
王
系
は
瀍
河
西
岸
の
高
Ø
村
と
瀍

河
東
岸
の
元
氏
墓
密
集
區
で
あ
る
張
羊
村
に
分
か
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
�
成
�
系
の
三
王
系
の
墓
群
に
限
っ
て
も
一
箇
S
に
は
集
中
せ
ず
︑
王

瓜
每
に
ま
と
ま
る
の
み
で
あ
る
︒
獻
�
�
系
で
は
︑
獻
�
�
の
六
人
の
皇
子
の
う
ち
︑
墓
誌
が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
は
趙
郡
王
系
六
例

(謐
︑

毓
︑
昉
︑
煥
︑
譚
︑
�
)
︑
廣
陵
王
系
一
例

(羽
)
︑
高
陽
王
系
一
例

(端
)
︑
北
海
王
系
三
例

(詳
︑
顥
︑
頊
)
︑
彭
城
王
系
四
例

(勰
︑
子
直
︑
子
正
︑

�
)
の
五
王
家
一
五
例
で
あ
る
︒
う
ち
廣
陵
・
北
海
・
彭
城
の
三
王
家
の
墓
域
は
南
陳
莊
に
集
中
し
て
い
る
︒
一
方
で
趙
郡
王
系
は
瀍
河
東
岸

の
安
駕
Ø
・
徐
家
Ø
と
瀍
西
の
李
家
凹
村
と
に
分
か
れ
て
お
り
︑
瀍
東
の
も
の
は
先
の
三
王
家
の
墓
地
と
は
東
西
に
少
し
離
れ
て
い
る
︒
高
陽

王
系
の
も
の
で
は
河
陰
の
變
で
殺
,
さ
れ
た
元
端
夫
h
の
墓
誌
が
東
方
の
後
Ø
村
で
見
つ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
高
陽
王
系
の
も
の
を
例

外
と
見
な
し
て
も
︑
決
し
て
獻
�
�
系
の
皇
子
の
墓
地
が
一
箇
S
に
ま
と
ま
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
傾
向
は
�
も
墓
誌
出
土
量
の
多
い
景
穆

�
系
で
も
同
樣
で
あ
る
︒

例
外
は
!
元
�
系
と
太
武
�
系
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
S
に
集
中
す
る
が
︑
そ
れ
は
!
元
�
系
が
樂
安
王
系
の
︑
太
武
�
系
が
臨
淮
王
系
の
そ

れ
ぞ
れ
一
王
瓜
の
墓
誌
だ
け
が
發
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
墓
群
の
�
成
の
基
本
は
王
系
每
の
血
緣
に
よ
る
も
の
で
あ

り
︑
宿
氏
が
�
系
每
に
ま
と
ま
り
を
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
贊
同
で
き
な
い
︒
以
上
の
檢
討
を
ふ
ま
え
︑
時
系
列
に
沿
っ
て
北
邙
墓
群
に
檢
討

を
加
え
て
い
き
た
い
︒
行
論
の
關
係
上
︑
ま
ず
は
元
氏
を
中
心
に
檢
討
し
た
い
︒
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①
孝
�
�
�

洛
陽
で
�
初
の
北
魏
皇
�
陵
で
あ
る
孝
�
�
長
陵
の
陵
地
の
決
定
時
�
は
!
か
で
な
い
が
︑
太
和
一
九
年

(四
九
五
)
の
代
北
へ
の
埋
葬
禁

止
を
上
限
と
す
る
︒
ま
た
洛
陽
出
土
で
�
古
の
元

(拓
跋
)
氏
墓
誌
は
︑
太
和
二
〇
年
一
一
L
埋
葬
の
南
安
王
拓
跋
楨

(
景
穆
�
系
)
の
も
の

で
︑
出
土
地
は
長
陵
に
9
い
瀍
河
西
岸
の
高
Ø
村
西
南
で
あ
る
︒
以
後
︑
太
和
年
閒
に
宗
室
が
そ
の
周
邊
に
墓
を
築
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
太

和
二
〇
年
こ
ろ
に
は
長
陵
の
場
S
も
決
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い(19

)
︒
孝
�
�
�
に
は
瀍
河
以
西
に
長
陵
の
位
置
が
決
め
ら
れ
︑
そ
れ
に
9
接

す
る
瀍
河
西
岸
地
域
お
よ
び
瀍
河
東
岸
の
邙
山
上
が
宗
室
元
氏
の
墓
地
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
元
氏
の
墓
は
單
獨
で
營
ま
れ
た
の
で
は

な
く
︑
始
葬
墓
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
子
孫
の
墓
地
が
築
か
れ
た
︒
太
和
年
閒
の
事
例
は
少
な
い
が
︑
太
和
二
三
年
死
去
の
違
武
王
元
彬
は
瀍
西

に
埋
葬
さ
れ
て
お
り
︑
葬
地
は
墓
誌
に
﹁
託
附
先
墳
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
元
彬
は
叔
父
の
違
武
王
太
洛
を
繼
い
で
い
る
が
︑﹃
北
�
﹄
の
傳
に
よ

れ
ば
︑
太
洛
は
皇
興
二
年

(四
六
八
)
に
死
去
し
て
お
り
︑
墓
誌
の
い
う
﹁
先
墳
﹂
と
は
太
洛
の
も
の
で
は
な
く
︑
實
父
で
あ
る
南
安
王
の
拓

跋
楨
の
も
の
で
あ
り
︑
南
安
王
系
瓜
の
宗
室
が
拓
跋
楨
の
墓
を
中
心
に
墓
域
を
設
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
す
で
に
窪
添
氏
も
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
︑
太
和
年
閒
に
は
瀍
河
以
西
は
決
し
て
皇
�
の
占
/
す
る
陵
地
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

②
宣
武
�
�

宣
武
�
�
の
も
の
と
し
て
︑
南
安
王
直
系
の
中
山
獻
武
王
元
英
︑
そ
の
子
の
熙
︑
熙
の
子
の
晫
︑
英
の
弟
怡
の
子
の
肅
の
墓
誌
が
見
つ
か
っ

て
い
る
が
︑
そ
の
場
S
は
い
ず
れ
も
瀍
河
以
東
で
あ
る
︒
ま
た
瀍
西
に
埋
葬
さ
れ
た
違
武
王
彬
の
子
で
︑
王
位
を
襲
っ
た
融
や
弟
の
湛
の
墓
も

瀍
東
に
あ
る
︒
し
か
も
元
融
の
妃
で
あ
り
融
と
瀍
東
に
合
葬
さ
れ
た
穆
氏
の
墓
誌
に
は
﹁
	
山
の
陽
︑
南
安
王
の
塋
に
附
す
﹂
と
あ
り
︑
南
安

王
墓
と
瀍
河
を
挾
ん
で
東
西
に
離
れ
た
こ
の
地
が
南
安
王
系
の
塋
域
と
&
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
︒
宣
武
�
�
に
景
陵

(宣
武
�
陵
)
の

場
S
を
怨
た
に
設
定
す
る
に
あ
た
り
︑
瀍
河
以
西
の
標
高
の
高
い
場
S
を
皇
�
陵
區
と
し
︑
同
地
に
は
原
則
C
に
宗
室
の
墓
を
設
け
な
い
よ
う

に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
窪
添
氏
や
劉
連
香
氏(20

)
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
墓
地
の
�
置
は
孝
�
�
�
の
狀
況
か
ら
大
き
く
變
n
さ
れ
た
の
で
あ

る
︒
變
n
の
時
�
は
以
下
の
こ
と
が
手
掛
か
り
に
な
る
︒
景
!
元
年

(五
〇
〇
)
一
一
L
に
埋
葬
さ
れ
た
河
閒
王
元
定

(景
穆
�
孫
)
の
葬
地
は
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孝
�
�
�
と
同
樣
に
瀍
河
西
岸
に
あ
る
が
︑
o
二
年
七
L
に
﹁
長
陵
之
東
崗
﹂
に
埋
葬
さ
れ
た
廣
陵
王
元
羽

(
獻
�
�
皇
子
)
の
墓
は
瀍
東
に

築
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
葬
地
設
定
の
變
n
時
�
は
︑
宣
武
�
卽
位
後
閒
も
な
い
こ
ろ
と
な
ろ
う
︒
以
後
︑
瀍
河
以
東
の
徐
家
Ø
︑
安

駕
Ø
︑
北
陳
莊
︑
南
陳
莊
︑
0
海
R
︑
後
海
R
一
帶
が
宗
室
の
葬
地
と
な
り
︑
瀍
西
は
皇
�
占
/
の
陵
區
と
さ
れ
た
︒
瀍
西
へ
の
宗
室
埋
葬
に

規
制
を
か
け
︑
宗
室
墓
群
か
ら
の
皇
�
陵
の
地
理
C
p
絕
を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
る
︒

③
孝
!
�
�

孝
!
�
陵
で
あ
る
定
陵
は
瀍
西
で
は
な
く
︑
宗
室
墓
地
の
さ
ら
に
東
方
に
築
か
れ
て
お
り
︑
洛
陽
�
都
後
の
皇
�
陵
の
立
地
と
し
て
は
衣
樣

で
あ
る
︒
こ
れ
は
靈
太
后
胡
氏
に
よ
り
殺
,
さ
れ
た
こ
と
に
r
因
す
る
の
で
あ
ろ
う(21

)
︒
孝
!
�
�
に
は
︑
宗
室
の
墓
地
設
定
に
皇
�
・
皇
太
后

權
力
の
介
入
が
顯
著
に
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
元
氏
の
家
族
墓
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
S
に
特
定
の
者
の
墓
が
築
か
れ
る
こ
と
に
現
れ
る
︒
確

&
さ
れ
る
事
例
は
靈
太
后
胡
氏
や
皇
�
の
t
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
︑
元
乂
︑
元
懌
を
例
と
し
て
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
い
ず
れ
も
政

爭
の
末
に
殺
,
さ
れ
た
人
物
で
︑
自
然
死
を
u
げ
た
者
で
は
な
い
が
︑
兩
者
の
葬
儀
を
見
て
お
き
た
い
︒
孝
昌
二
年

(五
二
六
)
に
死
去
し
た

元
乂
の
葬


に
つ
い
て
墓
誌
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
︒

皇
太
后
親
し
く
哭
弔
に
臨
み
︑
哀

百
寮
を
動
か
す
︒
薨
自
り
葬
に
X
ぶ
ま
で
︑
賵
贈

加
う
る
/
り
︒
中
w
を
x
わ
し
喪
事
を
監
護
せ
し

む
︒
1
y
一
襲
・
蠟
三
百
斤
を
賜
り
︑
布
帛
一
千
三
百
z
︑
錢
卌
萬
を
贈
り
︑
祠
る
に
太
牢
を
以
て
し
︑
東
園
轜
車
・
s
歌
十
部
を
給
し
︑

賜
う
に
!
器
を
以
て
し
︑
卒
を
發
し
衞
從
せ
し
む
る
に
︑
都
自
り
墓
に
X
ぶ
︒

靈
太
后
の
妹
の
夫
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
非
常
に
手
厚
い
埋
葬
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
$
目
し
た
い
の
は
︑
元
乂
の

墓
が
︑
父
で
あ
る
江
陽
王
繼
と
︑
乂
の
弟
の
爽
の
墓
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
繼
と
爽
の
墓
は
元
氏
の
墓
地
が
集
中
す
る
安
駕
Ø
︑
南

陳
莊
一
帶
か
ら
東
に
は
ず
れ
︑
北
邙
の
南
}
面
に
あ
た
る
董
家
村
周
邊
に
あ
る(22

)
︒
元
乂
墓
だ
け
が
元
氏
墓
が
集
中
す
る
0
海
R
村
に
營
ま
れ
︑

し
か
も
確
&
さ
れ
た
墳
丘
の
規
模
は
直
徑
三
五
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
と
か
な
り
大
型
で
あ
る(23

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑
皇
室

の
t
圖
に
よ
り
本
來
の
家
族
墓
地
か
ら
離
れ
た
場
S
に
墓
地
を
賜
與
さ
れ
︑
大
規
模
な
墓
を
築
か
れ
る
こ
と
が
恩
典
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
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考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
點
で
參
考
に
な
る
の
が
元
乂
の
政
敵
だ
っ
た
淸
河
王
元
懌
の
墓
で
あ
る
︒
懌
が
殺
,
さ
れ
た
の
は
神
龜
三
年

(五
二
〇
)
だ
が
︑
埋
葬

は
孝
昌
元
年

(五
二
五
)
で
あ
る
︒
墓
誌
に
は
︑

加
う
る
に
殊
禮
を
以
て
し
︑
鑾
輅
九
旒
︑
虎
賁
班
劍
百
人
︑
0
後
部
羽
葆
鼓
吹
︑
轀
輬
車
一
︑
彭
城
武
宣
王
の
故
事
に
依
る
︒
其
の
黃
屋

左
纛
は
漢
の
大
將
軍
霍
光
の
故
事
に
依
り
︑
錫
九
命
を
備
う
︒

と
あ
る
︒
元
懌
の
葬
儀
は
靈
太
后
と
孝
!
�
の
5
[
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
特
別
な
�
慮
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
墓
誌
に
記
さ
れ
た
葬
列
の
規
模

か
ら
も
窺
え
る
︒
墓
は
標
高
が
低
い
も
の
の
瀍
河
西
岸
に
築
か
れ
て
い
る
︒
河
陰
の
變
で
殺
,
さ
れ
た
息
子
の
元
邵
は
瀍
河
の
東
岸
に
埋
葬
さ

れ
て
お
り
︑
ま
た
元
懌
の
兄
弟
で
あ
る
臨
洮
王
�
の
系
瓜
は
元
邵
墓
の
や
や
東
方
の
馬
坡
村
周
邊
に
︑
廣
�
王
懷
の
系
瓜
は
宗
族
墓
が
集
中
す

る
張
羊
村
に
そ
れ
ぞ
れ
墓
地
を
形
成
し
て
い
る(24

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
淸
河
王
墓
地
も
本
來
は
瀍
東
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
元
懌
墓
の
墳

丘
規
模
は
直
徑
三
〇
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
一
五
メ
ー
ト
ル
と
大
型
で
あ
る(25

)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
殊
禮
を
も
っ
て
埋
葬
さ
れ
た
元
乂
︑
元
懌
は
い
ず
れ
も
本
來
の
墓
地
か
ら
離
れ
た
場
S
に
築
か
れ
︑
墳
丘
も
大
規
模
な
も
の

と
さ
れ
た
︒
こ
の
點
に
皇
太
后
や
皇
�
の
t
志
が
反
映
さ
れ
た
と
考
え
る
︒
な
お
︑
元
懌
と
同
樣
に
孝
!
�
�
に
瀍
西
に
埋
葬
さ
れ
た
例
と
し

て
︑
神
龜
二
年

(五
一
九
)
埋
葬
の
�
成
�
系
の
齊
郡
王
元
祐
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
父
で
あ
る
順
王
鯵
は
太
和
二
三
年

(四
九
九
)
に

瀍
西
の
高
Ø
村
に
埋
葬
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
自
體
は
旣
営
の
よ
う
に
問
題
は
な
い
が
︑
孝
!
�
�
に
そ
の
子
の
元
祐
ま
で
が
瀍
西
に
埋
葬
さ
れ

た
の
は
衣
例
で
あ
る
︒
墓
誌
に
は
﹁
賻
贈
の
厚
き
こ
と
︑
禮

常
倫
を
越
ゆ
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
も
特
殊
な
事
例
に
數
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
孝
!
�
�
に
は
I
常
の
宗
室
と
は
衣
な
る
埋
葬
が
︑
政
治
C
な
思
惑
を
も
っ
て
︑
皇
太
后
・
皇
�
の
5
[
に
よ
り
行
わ
れ

て
い
た
︒
こ
の
點
を
考
え
る
に
あ
た
り
�
の
�
料
を
參
考
と
し
た
い
︒﹃
北
�
﹄
卷
十
七
・
景
穆
十
二
王
傳
上
・
元
脩
義
傳
に
は
︑

!
�
の
初
め
︑
表
し
て
庶
人
禧
・
庶
人
�
等
︑
0
愆
を
宥
す
を
�
い
︑
葬
を
陵
域
に
賜
ら
ん
こ
と
を
陳
ぶ
︒
靈
太
后
詔
し
て
曰
く
﹁
收
葬
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の
恩
︑
事
は
上
旨
に
由
る
︒
藩
嶽
何
ぞ
職
を
越
え
陳
ぶ
る
を
干
す
を
得
ん
や
﹂
と
︒

と
あ
る
︒
元
禧
・
�
は
い
ず
れ
も
宣
武
�
�
に
反
亂
に
關
わ
り
死
去
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
者
を
北
邙
の
宗
室
墓
地
に
埋
葬
す
る
か
否
か
は
皇

�
の
�
斷
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
政
爭
の
中
で
落
命
し
た
宗
族
の
墓
を
ど
こ
に
築
く
か
は
︑
死
者
の
復
權
だ
け
で

な
く
�
族
の
地
位
と
も
密
接
に
關
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
皇
�
に
よ
る
宗
室
荏
�
の
一
つ
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
三
違

洛
陽
�
の
陪
葬
と
漢
族
の
埋
葬

0
違
ま
で
は
元
氏
の
墓
を
中
心
に
北
邙
墓
群
の
變
�
を
見
て
き
た
︒
�
に
漢
族
の
北
邙
で
の
埋
葬
を
確
&
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
こ
の
點
に

つ
い
て
は
室
山
留
美
子
氏
の
優
れ
た
硏
究
が
あ
る(26

)
︒
本
違
で
は
氏
の
硏
究
を
ふ
ま
え
︑
特
に
皇
�
か
ら
墓
地
を
賜
與
さ
れ
た
事
例
を
中
心
に
檢

討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

そ
の
0
に
ま
ず
は
�
料
上
﹁
陪
葬
﹂
と
さ
れ
た
事
例
を
確
&
し
て
お
き
た
い
︒
盛
樂
金
陵
と
衣
な
る
の
は
�
洛
後
に
﹁
陪
葬
﹂
さ
れ
た
の
が
︑

正
�
上
で
確
&
さ
れ
る
限
り
で
は
︑
太
和
二
三
年

(四
九
九
)
に
死
去
し
た
趙
郡
靈
王
元
幹
と
神
龜
元
年

(
五
一
八
)
年
に
歿
し
た
外
戚
の
胡

國
珍
の
わ
ず
か
二
例
だ
け
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
胡
國
珍
は
後
に
檢
討
す
る
と
し
て
︑
先
ず
は
元
幹
を
見
て
お
き
た
い
︒
元
幹
は
獻
�
�
皇
子

で
︑
孝
�
�
の
衣
母
弟
で
あ
る
︒
官
は
司
州
牧
に
至
り
︑
孝
�
�
の
南
征
時
に
は
都
督
中
外
諸
軍
事
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
後
に
免
官
さ
れ
て
お

り
︑
殊
勳
の
あ
っ
た
人
物
と
は
言
い
難
い
︒
彼
の
墓
誌
は
未
發
見
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
墓
の
場
S
も
不
!
で
あ
る
が
︑
幹
の
王
4
を
繼
い
だ

子
の
謐
が
皇
�
陵
區
の
や
や
南
方
︑
瀍
西
に
あ
る
李
家
凹
村
の
南
側
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
年
代
が
正
光
五
年

(五
二
四
)
と
い
う
遲
い

時
�
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
太
和
年
閒
に
死
去
し
た
幹
も
瀍
西
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
れ
で
は
瀍
西
へ
の
埋
葬
だ
け
が
﹁
陪

葬
﹂
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
�
に
墓
誌
に
記
さ
れ
た
埋
葬
地
に
$
目
し
た
い
︒

墓
誌
に
皇
�
陵
名
が
記
さ
れ
る
事
例
の
多
く
が
︑
皇
�
陵
を
r
點
に
ど
の
位
置
に
埋
葬
さ
れ
た
か
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
た
め
︑
そ
れ
ら
は
檢

討
か
ら
除
外
し
︑﹇
表
﹈
の
一
七
方
の
墓
誌
を
對
象
と
す
る
︒
ま
ず
︑
長
陵
に
陪
葬
な
い
し
附
葬
さ
れ
た
例
は
一
・
二
・
五
～
七
で
あ
る
︒
景
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表 ｢陪葬」に關わる墓誌

番號 名0 4など 系 沒年 享年 埋葬年 埋葬場S 出土地

1 元鑒 武昌王 ;武�玄孫
正始 3 年

5L 26日
43

正始 4 年

3L 26日

附窆長陵之東

崗
0海R村北

2 元緖 樂安王 !元�曾孫
正始 4 年

2L 8日
59

正始 4 年

10L 30日

附塋於高祖孝

�陵之東
安駕Ø

3 元演 �成�孫
*昌 2 年

2L 26日
35

*昌 2 年

3L 7 日

葬於西陵高祖

孝�皇�之兆

域

張羊村西北

一里

4 元珍
���六世

の孫

*昌 3 年

5L 22 日
47

*昌 3 年

11L 4 日

窆于河南東垣

之長陵
北陳莊南陵

5 元靈� 景穆�曾孫
正光 3年

11L 10日
37

正光 4年

3L 23 日
祔葬長陵

後海R村

西北

6 元襲 景穆�曾孫
永安 2年

6L 21 日
44

太昌元年

11L 19 日
陪葬長陵 安駕Ø村

7 元讚<
廣川縣開國

侯
景穆�玄孫

永熙 2 年

2L 27 日
32

永 熙 2 年

11L 25日

陪葬長陵之東

崗
南陳莊南

8 元� !元�曾孫
正始 4 年

4L 11 日

神 Ô 2 年

11L 9 日

窆於長陵之東

北皇宗之兆
徐家Ø東北

9 元乂 江陽王 ;武�玄孫
孝昌 2 年

3L 20日
41

孝昌 2 年

7L 24 日

窆於成周之北

山長陵塋內

0海R西南

大塚

10 司馬顯6
宣武�第一

貴嬪夫人
司馬金龍孫

正光元年

12L 19 日
30

正光 2年

2L 22 日
陪葬景陵 伯樂凹村東

11 李氏 宣武�嬪
固安侯李靜

孫

孝昌 2 年

8L 6日

葬於洛陽景陵

垣
南石山南

12 趙氏
孝��之九

嬪

*昌 3 年

8L 13 日
48

*昌 3 年

9L 28日
山陵之域

張羊村北陵、

北陳莊村南

13 成氏 獻��之嬪
*昌 4 年

正L 9 日
72

*昌 4 年

2L 9 日
山陵之域

南石山村之

西北

14 元擧 景穆�玄孫
孝昌 3 年

3L 27 日
25

武泰元年

2L 21 日

葬于邙山倍�

之陵

安駕Ø村

西北

15 元彥 樂陵王 景穆�曾孫
熙�元年

9L 24 日
47

熙�元年

11L 10日
金陵 南陳莊西北

16 元顯魏 景穆�曾孫
正光 6年

2L 7 日
40

孝昌元年

10L 26日
金陵 後海R村北

17 元某 景穆�曾孫
正光 6年

2L 7 日
40

孝昌 2 年

10L 26日
金陵



陵
に
陪
葬
さ
れ
た
の
は
一
〇
で
あ
り
︑
一
二
～
一
四
は
﹁
山
陵
之
域
﹂﹁
倍
�
之
陵
﹂
と
し
て
�
陵
名
を
附
け
な
い
︒
一
五
以
下
の
三
例
は

﹁
金
陵
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
一
七
方
の
墓
誌
の
出
土
地
は
い
ず
れ
も
瀍
河
の
東
で
あ
る
︒
ま
た
被
葬
者
は
宗
室
元
氏
が
一
三
例
︑

殘
り
四
例
は
皇
�
の
妃
嬪
で
あ
る

(一
〇
～
一
三
)
︒
葬
地
を
見
る
と
︑
元
氏
の
一
三
例
は
徐
家
Ø
・
後
海
R
・
南
陳
莊
・
安
駕
Ø
と
い
っ
た
�

も
宗
室
墓
が
集
中
す
る
地
區
內
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
長
陵
に
陪
葬
さ
れ
た
場
S
と
は
︑﹁
金
陵
﹂
と
さ
れ
た
南
陳
莊
・
後
海
R
を
�
括
し
て
お

り
︑
さ
ら
に
言
え
ば
︑
八
に
あ
る
よ
う
に
﹁
皇
宗
の
兆
﹂
で
あ
り
︑
九
で
い
う
﹁
長
陵
塋
內
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
妃
嬪
を
見
る
と
︑﹁
山

陵
の
域
﹂
と
さ
れ
た
孝
�
�
嬪
の
趙
氏
︑
獻
�
�
嬪
の
成
氏
は
︑
張
羊
村
か
ら
南
石
山
村
に
か
け
て
埋
葬
さ
れ
て
お
り
︑
宗
室
元
氏
の
埋
葬
區

に
�
接
す
る
︒
元
氏
墓
域
に
�
接
す
る
と
い
う
點
で
は
北
に
外
れ
た
伯
樂
凹
村
に
埋
葬
さ
れ
﹁
陪
葬
景
陵
﹂
と
さ
れ
た
宣
武
�
夫
人
司
馬
顯
6

の
墓
も
同
樣
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
墓
誌
で
見
る
限
り
﹁
陪
葬
﹂
と
さ
れ
た
も
の
は
︑
瀍
東
に
集
中
し
て
埋
葬
さ
れ
た
宗
室
元
氏
と
︑
そ
の
緣
邊

に
葬
ら
れ
た
妃
嬪
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
墓
の
分
布
範
圍
が
皇
�
陵
﹁
金
陵
﹂
の
一
部
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の
墓

地
よ
り
皇
�
陵
に
9
い
瀍
西
の
元
氏
墓
群
も
陪
葬
墓
區
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
�
當
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
に
正
�
と
墓
誌
の
記
載
か
ら
︑
北
魏
洛
陽
�
の
陪
葬
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
埋
葬
形
態
を
抽
出
し
て
檢
討
を
加
え
た
が
︑
陪
葬

對
象
者
は
宗
室
元
氏
か
妃
嬪
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
で
は
元
氏
以
外
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

盛
樂
金
陵
に
陪
葬
さ
れ
て
い
た
鮮
卑
/
力
氏
族
に
は
�
室
十
姓
と
い
わ
れ
る
長
孫
︑
叔
孫
︑
奚
︑
車
氏
が
あ
り
︑
八
姓
の
陸
氏
も
あ
っ
た
︒

一
方
︑
洛
陽
の
北
邙
北
魏
墓
群
で
は
十
姓
の
長
孫
︑
奚
︑
丘
氏
と(27

)
︑
八
姓
の
于
氏
︑
穆
氏
が
確
&
さ
れ
る
︒
葬
地
は
元
氏
墓
域
を
圍
む
よ
う
に

分
布
す
る
︒
宿
白
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
氏
族
每
に
あ
る
�
度
ま
と
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
B
け
ら
れ
る
が
︑
現
狀
の
出
土
狀
況
を
見
る
限

り
︑
そ
れ
が
氏
族
埋
葬
な
の
か
家
族
墓
地
な
の
か
を
�
別
で
き
る
量
で
は
な
く
︑
漢
族
に
も
共
I
す
る
よ
う
に
血
緣
に
よ
る
墓
群
を
�
成
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
だ
け
で
あ
る(28

)
︒
こ
れ
ら
の
鮮
卑
/
力
氏
族
が
﹁
陪
葬
﹂
さ
れ
て
い
た
と
記
す
事
例
は
な
い
︒
こ
れ
は
盛
樂
金
陵
と
の
大
き

な
相
8
點
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
孝
�
�
に
よ
る
一
聯
の
漢
�
政
策
と
︑
い
わ
ゆ
る
太
和
二
〇
年
の
謀
反
に
よ
り
︑
鮮
卑
/
力
氏
族
の
王
1
內
で

の
力
が
大
き
く
�
が
れ
た
こ
と
と
關
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う(29

)
︒
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鮮
卑
の
墓
地
に
混
在
す
る
よ
う
に
︑
漢
族
の
四
姓
の
一
つ
で
あ
る
太
原
王
氏
の
墓
誌
︑
そ
の
他
︑
琅
琊
王
氏
︑
樂
浪
王
氏
︑
上
谷
侯
氏
︑
上

谷
寇
氏
の
墓
誌
の
出
土
地
が
確
&
さ
れ
る
︒
太
原
王
氏
の
墓
誌
の
出
土
は
ç
か
二
方
で
あ
り
︑
う
ち
王
鍾
兒
は
比
丘
尼
瓜
で
あ
り
︑
や
や
特
殊

な
事
例
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
太
原
王
氏
で
檢
討
可
能
な
の
は
長
樂
侯
王
昌
一
人
だ
け
と
な
り
︑
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
の
墓
群
を
築
い
て
い
た
か

は
!
ら
か
に
で
き
な
い
︒
/
力
漢
族
で
は
琅
琊
王
氏
出
身
の
王
肅
の
子
の
紹
の
墓
誌
が
南
陳
莊
村
附
9
で
︑
肅
の
長
兄
融
の
子
で
あ
る
誦
と
そ

の
妻
元
氏
の
墓
誌
が
や
や
北
の
北
陳
莊
村
で
發
見
さ
れ
て
お
り
︑
宗
室
元
氏
と
同
じ
墓
域
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
例
外
で
︑

他
の
漢
族
は
元
氏
や
妃
嬪
墓
の
外
緣
に
分
布
す
る
傾
向
を
&
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
漢
族
に
つ
い
て
は
以
上
の
墓
域
と
衣
な
る
事
例
が
あ
る
︒

そ
れ
が
孝
�
�
に
重
用
さ
れ
た
李
沖
︑
孝
�
�
外
戚
で
あ
っ
た
馮
氏
の
埋
葬
地
で
あ
る
︒

李
沖
は
隴
西
李
氏
の
出
身
で
︑
孝
�
�
�
を
代
表
す
る
漢
族
の
高
官
で
あ
る
︒
太
和
二
二
年

(四
九
八
)
に
死
去
し
た
彼
の
埋
葬
に
つ
い
て

は
﹃
北
�
﹄
卷
一
〇
〇
の
傳
に
詳
細
な
記
事
が
あ
る
︒

是
に
於
い
て
司
空
公
を
贈
り
︑
東
園
祕
器
一
具
・
衣
一
襲
を
給
し
︑
錢
三
十
萬
・
布
五
百
z
・
蠟
二
百
斤
を
贈
る
︒
/
司

諡
を
奏
し
�

穆
と
曰
う
︒
�
舟
山
に
葬
り
︑
杜
預
の
冢
に
9
き
は
︑
孝
�
の
t
な
り
︒
後
に
車
駕

鄴
自
り
洛
に
M
る
に
︑
路

沖
の
墓
を
經
︑
左
右
以

て
聞
す
︒
孝
�

疾
に
臥
す
る
も
︑
墳
を
#
み
掩
涕
す
る
こ
と
之
を
久
し
う
し
︑
太
常
を
x
し
祭
を
致
さ
し
む
︒

孝
�
�
の
t
志
に
よ
り
西
晉
の
名
臣
杜
預
の
墓
の
9
く
に
あ
る
�
舟
山
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
首
陽
山
の
北
側
に
あ
る
省
莊
村
周
邊
で
は
李
沖

の
兄
承
の
子
の
蕤(30

)
︑
孫
の
頴
ら
の
墓
誌
が
見
つ
か
っ
て
お
り
︑
李
沖
の
埋
葬
後
︑
李
氏
塋
域
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
皇
�
に
よ
り
墓

地
が
指
定
さ
れ
︑
そ
こ
が
家
族
墓
地
と
な
る
こ
と
は
金
陵
に
陪
葬
さ
れ
た
鮮
卑
/
力
氏
族
と
同
樣
で
あ
る
が
︑
李
氏
の
墓
地
は
長
陵
や
元
氏
墓

群
の
は
る
か
東
方
︑
後
漢
陪
葬
墓
群
を
さ
ら
に
東
に
超
え
た
場
S
に
あ
る
︒
當
然
な
が
ら
李
沖
墓
か
ら
長
陵
を
見
I
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
本

貫
で
あ
る
隴
西
か
ら
切
り
離
さ
れ
︑
都
城
9
郊
に
墓
群
を
形
成
し
て
は
い
る
が
︑
正
�
に
も
李
蕤
墓
誌
に
も
﹁
陪
葬
﹂
と
は
記
載
さ
れ
ず
︑
狀

況
か
ら
見
て
も
陪
葬
と
は
み
な
し
が
た
い
︒

李
沖
と
同
樣
の
事
例
が
︑
太
和
一
九
年

(四
九
五
)
に
死
去
し
た
長
樂
信
都
の
馮
熙
・
�
父
子
の
事
例
で
あ
る
︒
兩
名
の
墓
誌
に
つ
い
て
は
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劉
連
香
氏
に
よ
る
考
證
が
あ
る(31

)
︒
劉
氏
の
說
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑
馮
氏
の
墓
地
の
比
定
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
︒
墓
誌
の
出
土
地
は
孟
津

縣
と
偃
師
市
の
境
と
し
か
分
か
ら
な
い
︒
馮
熙
墓
誌
は
葬
地
を
﹁
河
南
洛
陽
之
北
	
﹂
と
す
る
だ
け
だ
が
︑﹃
魏
書
﹄
卷
八
三
・
外
戚
傳
上
で

は
孝
�
�
が
馮
熙
の
柩
を
洛
陽
の
七
里
澗
で
3
え
た
と
あ
る
︒
劉
氏
は
︑﹃
河
南
志
﹄︑
陸
機
﹃
洛
陽
記
﹄
に
七
里
澗
を
洛
陽
の
東
に
あ
る
と
す

る
た
め
︑
墓
も
洛
陽
東
方
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
一
方
︑
馮
�
は
墓
誌
に
よ
る
と
﹁
乾
脯
山
之
陰
﹂
に
埋
葬
さ
れ
た
と
あ
る
︒﹁
乾
脯
山
﹂
は

洛
陽
の
北
東
に
あ
た
り(32

)
︑
劉
氏
は
︑
こ
こ
を
馮
氏
父
子
の
埋
葬
地
と
さ
れ
る
︒
以
上
の
劉
氏
の
說
は
�
當
だ
と
考
え
る
︒
9
年
︑
馮
熙
の
子
の

聿
の
墓
誌
が
見
つ
か
っ
て
お
り
︑
誌
�
に
は
埋
葬
地
を
﹁
乾
脯
山
之
陽
﹂
と
記
し(33

)
︑
乾
脯
山
山
麓
が
馮
氏
塋
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
す

る
と
孝
�
�
の
信
賴
が
厚
か
っ
た
馮
氏
父
子
の
墓
も
︑
孝
�
�
の
長
陵
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る(34

)
︒
劉
氏
は
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
︑
洛

陽
に
埋
葬
さ
れ
た
�
初
の
大
官
で
あ
る
馮
氏
の
墓
地
を
洛
陽
9
郊
の
北
邙
上
に
求
め
る
と
︑
漢
魏
晉
の
皇
�
陵
區
を
P
け
れ
ば
こ
の
地
域
し
か

な
い
が
︑
狹
小
で
あ
り
︑
北
魏
皇
�
陵
區
ま
で
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
結
果
と
し
て
�
陵
は
<
く
離
れ
た
瀍
西
に
築
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
說
か
れ
る
︒
し
か
し
︑
先
に
見
た
李
沖
の
死
去
は
太
和
二
二
年
で
あ
り
︑
す
で
に
太
和
二
〇
年
ご
ろ
に
は
長
陵
の
位
置
が
決
ま
っ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
東
方
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
點
を
重
視
す
れ
ば
︑
孝
�
�
が
馮
氏
や
李
氏
の
墓
を
皇
�
陵
か
ら
<
く
離
れ
た
場
S
に
設

定
し
た
の
は
︑
t
圖
C
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う(35

)
︒

同
樣
に
︑
南
1
か
ら
@
命
し
︑
景
!
二
年

(五
〇
一
)
に
死
去
し
た
琅
琊
王
氏
の
王
肅
も
﹁
其
れ
沖
・
預
の
兩
墳
の
閒
に
葬
れ
﹂
と
あ
る
よ

う
に(

36
)

︑
西
晉
杜
預
の
墓
と
李
沖
墓
の
閒
に
埋
葬
さ
れ
た
︒
李
沖
が
こ
の
地
に
埋
葬
さ
れ
た
經
雲
は
先
に
見
た
と
お
り
だ
が
︑
孝
�
�
�
で
は
漢

族
出
身
で
功
績
の
あ
る
者
の
埋
葬
場
S
と
し
て
こ
の
地
が
�
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒

以
上
見
た
よ
う
に
︑
李
沖
︑
馮
熙
・
�
父
子
︑
王
肅
が
葬
ら
れ
た
の
は
い
ず
れ
も
首
陽
山
の
周
邊
で
あ
る
︒
こ
の
地
は
洛
陽
に
9
く
︑
地
勢

も
墓
地
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
加
え
︑
西
晉
の
功
臣
杜
預
も
埋
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
漢
族
高
官
の
埋
葬
地
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
彼
ら

の
墓
が
元
氏
や
鮮
卑
/
力
氏
族
の
墓
地
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
北
族
と
漢
族
の
出
自
に
よ
る
區
分
が
殘
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

先
に
見
た
よ
う
に
元
氏
墓
群
の
周
圍
に
は
漢
族
の
墓
群
も
あ
る
が
︑
南
1
か
ら
の
@
命
者
で
あ
る
琅
琊
王
氏
の
他
は
︑
上
谷
の
侯
氏
︑
寇
氏
な
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ど
で
あ
り
︑
い
わ
ゆ
る
四
姓
と
さ
れ
る
名
族
の
大
規
模
墓
群
は
な
い
︒
華
北
に
本
貫
を
持
つ
彼
ら
は
鄕
里
に
埋
葬
さ
れ
る
の
が
基
本
だ
っ
た
の

で
あ
る(

37
)

︒
こ
の
問
題
に
關
し
て
︑
室
山
留
美
子
氏
は
上
谷
の
寇
氏
は
洛
陽
�
都
以
0
か
ら
洛
陽
に
關
係
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
︑

南
1
か
ら
の
@
命
者
で
あ
る
琅
琊
王
氏
の
王
肅
︑
さ
ら
に
本
貫
と
の
關
係
が
希
�
で
あ
っ
た
隴
西
李
氏
や
長
樂
馮
氏
は
︑
皇
�
と
の
關
係
を
重

視
し
て
洛
陽
に
墓
を
營
み
︑
�
に
本
貫
地
と
の
關
係
を
强
く
維
持
し
て
い
る
氏
族
は
歸
葬
を
0
提
に
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
︑
從
う
べ
き
で

あ
ろ
う(

38
)

︒
陪
葬
と
い
う
觀
點
か
ら
み
る
と
︑
室
山
氏
も
営
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
李
氏
︑
馮
氏
と
も
皇
�
か
ら
墓
地
を
賜
與
さ
れ
て
は
い
る
が
︑

そ
の
場
S
か
ら
考
え
て
︑
陪
葬
と
は
言
い
難
い
︒
第
四
違
で
後
営
す
る
よ
う
に
洛
陽
�
の
北
魏
は
葬
列
の
規
範
を
西
晉
に
求
め
て
お
り
︑
杜
預

の
墓
周
邊
に
自
身
の
漢
族
の
寵
臣
を
埋
葬
し
た
の
は
︑
西
晉
の
繼
承
王
1
を
强
く
t
識
し
て
い
た
こ
と
も
一
因
だ
と
考
え
ら
れ
る(39

)
︒

こ
の
よ
う
に
孝
�
�
�
に
は
/
力
な
漢
族
高
官
お
よ
び
外
戚
で
あ
っ
て
も
陪
葬
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
孝
!
�
�
の
胡
國
珍

の
事
例
は
衣
な
る
︒
國
珍
は
宣
武
�
の
皇
后
胡
氏
の
父
で
あ
り
︑
本
貫
は
安
定
郡
で
あ
る
︒﹃
北
�
﹄
卷
八
〇
・
外
戚
傳
に
は
︑

始
め
國
珍

祖
・
父
に
就
き
︑
西
の
か
た
舊
鄉
に
葬
ら
れ
ん
と
欲
す
︒
後
に
0
世
の
諸
胡
の
多
く
洛
に
在
り
て
葬
ら
る
る
に
緣
り
︑
洛
に

�
わ
る
の
心
/
り
︒
崔
光

嘗
て
太
后
の
0
に
對
し
國
珍
に
問
う
ら
く
は
﹁
國
公

萬
年
の
後
︑
此
に
在
り
て
安
厝
す
る
を
爲
す
か
︑
長
安

に
歸
る
を
爲
す
か
﹂
と
︒
國
珍
言
え
ら
く
﹁
當
に
天
子
の
山
陵
に
陪
葬
さ
る
べ
し
﹂
と
︒
病
危
う
き
に
X
び
太
后
�
う
に
後
事
を
以
て
す

る
に
︑
悦
に
安
定
に
M
ら
ん
こ
と
を
言
う
︒
語
り
て
u
に
惛
忽
す
︒
太
后

淸
河
王
懌
と
崔
光
等
に
問
い
︑
去
留
を
議
せ
し
む
︒
懌
等
皆

な
病
亂
を
以
て
︑
先
の
言
に
從
わ
ん
こ
と
を
�
う
︒
太
后

�
お
崔
光
の
昔

國
珍
と
言
う
を
記
し
︑
u
に
墓
を
洛
陽
に
營
む
︒

國
珍
が
︑
洛
陽
か
本
貫
地
の
い
ず
れ
に
埋
葬
さ
れ
る
か
を
�
っ
た
原
因
と
し
て
﹁
0
世
の
諸
胡
﹂
が
多
く
洛
陽
に
葬
ら
れ
た
こ
と
を
擧
げ
て
い

る
が
︑
現
在
の
と
こ
ろ
安
定
胡
氏
で
墓
誌
が
發
見
さ
れ
て
い
る
の
は
國
珍
死
後
の
孝
昌
三
年

(五
二
七
)
埋
葬
の
胡
毛
�
の
み
で
あ
り
︑﹁
0

世
の
諸
胡
﹂
の
墓
地
の
實
態
は
不
!
で
あ
る
︒
そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
︑
國
珍
が
父
祖
の
眠
る
舊
鄕
へ
の
歸
葬
の
想
い
を
絕
ち
︑﹁
當
に
天

子
の
山
陵
に
陪
葬
さ
る
べ
し
﹂
と
考
え
た
の
は
︑
外
戚
と
し
て
の
自
身
の
立
場
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
北
魏
で
は
外
戚
の
陪
葬
は
盛
樂

金
陵
に
は
存
在
し
た
が
︑
孝
�
�
に
そ
の
t
識
が
な
か
っ
た
の
は
先
に
馮
氏
の
事
例
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
︒
宣
武
�
�
に
は
生
母
�
昭
皇
后
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高
氏
の
一
族
の
高
�
が
重
用
さ
れ
た
が
︑
孝
!
�
�
に
な
る
と
︑
�
昭
皇
后
の
長
陵
へ
の
�
葬
・
合
葬
に
加
え(40

)
︑
高
氏
一
族
の
北
邙
へ
の
埋
葬

が
確
&
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
皇
�
と
皇
后
の
嫡
出
子
が
皇
瓜
を
繼
承
す
る
と
い
う
漢
族
王
1
C
な
皇
瓜
の
可
視
�
で
あ
り
︑
同
時
に
北
魏
で
初
め

て
皇
�
生
母
と
し
て
皇
太
后
と
な
っ
た
靈
太
后
胡
氏
が
︑
皇
太
后
の
權
威
を
强
�
す
る
た
め
の
施
策
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
液
れ
の
中
で
︑

靈
太
后
の
生
母
で
あ
る
太
上
君
皇
甫
氏
の
墓
の
莊
嚴
�
が
圖
ら
れ
た
︒﹃
北
�
﹄
卷
八
〇
・
外
戚
傳
に
は
︑

太
上
君

景
!
三

(五
〇
二
)
年

洛
陽
に
薨
じ
︑
此
に
於
い
て
十
六
年
な
り
︒
(
靈
)
太
后
︑
太
上
君
の
墳
瘞
卑
局
な
る
を
以
て
︑
n
め
て

增
廣
せ
ん
と
し
︑
爲
に
塋
域
・
門
闕
・
碑
表
を
r
こ
す
︒
侍
中
崔
光
等
奏
す
ら
く
﹁
案
ず
る
に
漢
の
高
祖
の
母
︑
始
め
諡
し
て
昭
靈
夫
人

と
曰
い
︑
後
に
昭
靈
后
と
爲
し
︑
�
太
后
の
母

靈
�
夫
人
と
曰
い
︑
皆
な
園
邑
三
百
家
を
置
き
︑
長
丞
を
し
て
奉
守
せ
し
む
︒
今

秦
太

上
君
︑
未
だ
�
諡
/
ら
ず
︑
陵
寢
孤
立
す
︒
卽
ち
秦
君
の
名
︑
宜
し
く
�
稱
を
上
り
︑
�
ね
て
�
衞
を
設
け
︑
以
て
�
典
を
慰
む
べ
し
︒

�
う
ら
く
は
�
諡
を
上
り
て
孝
穆
と
曰
い
︑
權
に
園
邑
三
十
戶
を
置
き
︑
長
丞
を
立
て
奉
守
せ
ん
こ
と
を
﹂
と
︒
太
后

之
に
從
う
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
宣
武
�
�
に
死
去
し
た
皇
甫
氏
の
墓
は
﹁
卑
局
﹂
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
狀
態
は
孝
!
�
卽
位
ま
で
變
わ
ら
な
か
っ
た
︒
胡

氏
が
皇
太
后
と
な
り
︑
初
め
て
そ
の
墓
の
規
模
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
�
に
は
墓
の
規
模
が
重

視
さ
れ
る
風
潮
が
釀
成
さ
れ
て
い
た(41

)
︒
妻
の
大
墓
の
存
在
が
︑
國
珍
の
墓
地
G
營
場
S
の
惱
み
に
繫
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
胡
氏
の
墓
地
に

つ
い
て
は
︑
胡
毛
�
墓
誌
が
三
里
橋
村
で
發
見
さ
れ
て
い
る
が
︑
國
珍
の
墓
の
位
置
は
不
!
で
あ
る
︒
先
に
見
た
王
肅
の
子
の
紹
の
墓
は
元
氏

宗
室
墓
群
內
に
存
在
し
た
︒
こ
れ
は
王
紹
の
姉
妹
の
王
�
賢
が
宣
武
�
夫
人
と
な
り
︑
紹
の
娘
も
孝
!
�
の
嬪
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
外
戚
の

地
位
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
王
紹
の
死
去
が
ち
ょ
う
ど
孝
!
�
卽
位
直
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
�
に
外
戚
も
陪
葬
さ
れ
る
べ
き
と
い

う
&
識
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う(42

)
︒

0
違
で
見
た
よ
う
に
︑
北
魏
北
邙
墓
地
の
基
本
�
成
は
宣
武
�
�
に
整
理
さ
れ
︑
瀍
河
を
挾
ん
で
西
を
皇
�
陵
區
に
︑
東
を
宗
室
墓
地
と
し
︑

�
接
し
て
皇
�
の
妃
嬪
の
墓
を
�
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒
墓
誌
で
確
&
す
る
限
り
︑
こ
の
範
圍
が
陪
葬
墓
區
で
あ
り
﹁
金
陵
﹂
と
な
る
︒
そ
の

周
圍
に
�
室
十
姓
や
八
姓
と
い
っ
た
/
力
な
鮮
卑
貴
族
の
墓
地
が
�
さ
れ
る
が
︑
盛
樂
金
陵
と
衣
な
り
︑
こ
れ
ら
の
墓
は
﹁
陪
葬
﹂
と
は
記
さ
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れ
な
い
︒
ま
た
︑
そ
の
塋
域
と
重
な
り
な
が
ら
︑
太
原
の
王
氏
︑
弘
農
楊
氏
︑
渤
海
高
氏
な
ど
の
漢
族
の
墓
が
確
&
で
き
る
も
の
の
︑
墓
群
を

�
成
す
る
も
の
は
少
な
い
︒
特
に
漢
人
で
�
も
家
格
が
高
い
と
さ
れ
た
四
姓
の
墓
は
太
原
王
氏
の
墓
が
わ
ず
か
に
確
&
で
き
る
の
み
で
︑
そ
の

他
の
も
の
は
な
く
︑
漢
族
で
本
貫
が
北
魏
の
領
域
に
あ
っ
た
も
の
は
室
山
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
歸
葬
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

洛
陽
北
魏
墓
群
の
本
質
を
︑
宿
氏
が
說
か
れ
る
よ
う
に
﹁
河
南
洛
陽
の
人
﹂
と
な
っ
た
鮮
卑
を
中
心
と
す
る
墓
群
と
す
る
こ
と
に
衣
論
は
な

い
︒
一
方
で
/
力
な
漢
人
で
あ
る
李
沖
に
始
ま
る
隴
西
李
氏
や
孝
�
�
の
外
戚
で
あ
る
馮
氏
の
墓
群
は
︑
邙
山
墓
群
か
ら
東
に
か
な
り
離
れ
た

場
S
に
營
ま
れ
て
い
た
︒
彼
ら
は
生
0
︑
皇
�
と
親
密
で
あ
り
︑
功
績
も
大
き
か
っ
た
が
︑﹁
陪
葬
﹂
さ
れ
た
と
は
見
な
し
難
い
︒
以
上
の
こ

と
か
ら
皇
�
陵
と
そ
れ
に
9
接
す
る
墓
と
の
關
係
は
︑
殊
勳
や
官
位
を
基
準
と
し
た
漢
晉
の
陪
葬
と
は
!
ら
か
に
衣
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
︒
洛
陽
�
の
北
魏
の
陪
葬
と
は
宗
室
と
妃
嬪
だ
け
で
�
成
さ
れ
︑
孝
!
�
�
に
は
外
戚
が
加
え
ら
れ
る
︒
漢
晉
の
陪
葬
の
よ
う
に
君

臣
關
係
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
︑
血
緣
と
婚
姻
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
現
象
を
︑
宿
白
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
鮮
卑
族

葬
の
�
風
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
が
︑
漢
族
も
宗
室
︑
妃
嬪
︑
外
戚
を
陪
葬
す
る
こ
と
は
同
樣
で
あ
り
︑
一
槪
に
鮮
卑
の
7
俗
と
は
言
え
な
い
︒

違
を
改
め
別
の
角
度
か
ら
檢
討
し
た
い
︒

第
四
違

洛
陽
�
の
葬


儀
禮
の
變
�

漢
人
社
會
で
は
葬


儀
禮
の
可
視
�
・
盛
大
�
は
0
漢
以
影
顯
著
で
あ
り
︑
�
葬
が
重
視
さ
れ
た
魏
晉
�
で
も
高
官
の
葬


の
儀
仗
の
¡
成

は
故
事
と
し
て
再
生
產
さ
れ
て
き
た
︒
北
魏
の
葬


の
儀
仗
に
つ
い
て
は
虎
賁
︑
班
劍
の
階
層
性
に
着
目
さ
れ
た
石
井
仁
氏
の
硏
究
が
あ
る(43

)
︒

氏
の
硏
究
は
0
漢
霍
光
以
來
の
歷
代
の
權
臣
が
恩
典
と
し
て
與
え
ら
れ
た
特
權
と
︑
そ
れ
が
故
事
と
し
て
各
王
1
に
踏
襲
さ
れ
る
樣
子
を
£
っ

た
も
の
で
あ
り
︑
北
魏
で
は
霍
光
故
事
の
系

を
引
く
西
晉
安
�
王
司
馬
孚
の
故
事
が
權
臣
に
︑
や
や
小
規
模
�
し
た
﹁
尉
元
故
事
﹂
と
い
う

べ
き
も
の
が
大
臣
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
¤
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
︒
本
違
で
は
�
城
�
ま
で
Q
り
北
魏
の
葬


儀
禮
の
整
備
さ
れ
て
い
く
¥
�
を
見
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
︒
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�
城
�
の
葬


儀
禮
は
鮮
卑
の
7
俗
が
强
く
�
さ
れ
て
い
る(44

)
︒
こ
の
時
�
に
葬


の
故
事
と
さ
れ
た
の
が
!
元
�
の
泰
常
元
年

(四
一
八
)

に
埋
葬
さ
れ
た
安
城
王
叔
孫
俊
の
葬
儀
で
あ
る
︒
そ
の
葬
儀
の
樣
子
を
確
&
し
て
お
こ
う
︒﹃
魏
書
﹄
卷
二
九
・
叔
孫
円
附
長
子
俊
傳
に
︑

泰
常
元
年
卒
す
︑
時
に
年
二
十
八
︑
太
宗
甚
だ
之
を
痛
悼
し
︑
親
し
く
臨
み
哀
慟
す
︒
1
野

£
惜
せ
ざ
る
無
し
︒
侍
中
・
司
空
・
安
城

王
を
贈
り
︑
孝
元
と
諡
す
︒
溫
!
祕
器
を
賜
い
︑
載
す
る
に
轀
輬
車
を
以
て
し
︑
衞
士
も
て
[
從
し
︑
金
陵
に
陪
葬
す
︒
子
の
蒲
︑
4
を

襲
う
︒
後
に
大
功
の
/
る
も
の
X
び
寵
幸
の
貴
臣
薨
ず
れ
ば
︑
賻


�
禮
︑
皆
な
俊
の
故
事
に
依
り
︑
之
を
踰
ゆ
る
を
得
る
者
無
し
︒

叔
孫
俊
の
葬
儀
で
特
筆
さ
れ
る
の
は
︑
溫
!
祕
器
の
賜
與
︑
轀
輬
車
の
w
用
︑
衞
士
の
[
從
で
あ
る
︒
こ
の
葬


の
規
模
が
故
事
と
さ
れ
た
︒

叔
孫
俊
の
葬


の
故
事
を
E
っ
た
も
の
に
︑
!
元
�
�
に
死
去
し
た
崔
宏
・
車
路
頭
・
穆
觀
︑
太
武
�
�
の
長
孫
õ
の
四
例
が
あ
る
が
︑
太
武

�
�
以
影
に
高
官
の
葬
儀
の
故
事
と
な
っ
た
盧
魯
元
の
葬
儀
は
叔
孫
俊
の
故
事
に
依
っ
て
お
り
︑
同
一
の
も
の
で
あ
る
︒
盧
魯
元
の
故
事
を

E
っ
た
も
の
は
�
成
�
�
の
車
尹
洛
︑
孝
�
�
*
興
元
年

(四
七
一
)
歿
の
宿
石
の
二
例
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
\
て
�
城
�
に
執
り
行
わ
れ
た

葬
禮
で
あ
り
︑
對
象
者
は
崔
宏
を
除
い
て
鮮
卑
の
/
力
者
で
あ
り
︑
叔
孫
俊
の
故
事
が
洛
陽
�
都
以
0
の
鮮
卑
/
力
者
の
葬


の
規
範
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
時
�
の
葬
禮
の
基
§
は
鮮
卑
族
の
も
の
で
あ
り
︑
衞
士
に
よ
る
[
從
が
ど
れ
ほ
ど
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
た
か

は
!
ら
か
で
は
な
い
︒
た
だ
叔
孫
俊
傳
に
擧
げ
ら
れ
た
U
素
を
考
え
る
と
︑
葬
列
の
莊
嚴
�
を
重
視
し
た
こ
と
は
&
め
ら
れ
る
︒

孝
�
�
�
に
は
從
來
の
葬


儀
禮
に
大
き
な
變
革
が
加
え
ら
れ
る
︒
孝
�
�
自
身
の
葬


儀
禮
も
南
1
出
身
の
�
齊
戶
で
あ
る
劉
芳
の
作
成

し
た
も
の
で
あ
り
︑
漢
族
の
葬


儀
禮
が
[
入
さ
れ
て
い
た(45

)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
孝
�
�
�
の
葬


儀
禮
の
漢
�
は
顯
著
で
あ

る
︒
ち
ょ
う
ど
�
洛
時
�
に
あ
た
る
太
和
一
八
年

(四
九
四
)
の
安
定
王
拓
跋
休
の
事
例
を
見
て
お
き
た
い
︒﹃
魏
書
﹄
卷
一
九
下
・
景
穆
十

二
王
列
傳
・
安
定
王
休
傳
に
は
︑

將
に
葬
ら
ん
と
す
る
に
X
び
︑
印
た
布
帛
二
千
z
を
贈
り
︑
諡
し
て
靖
王
と
曰
う
︒
詔
し
て
黃
鉞
を
假
し
︑
羽
葆
・
鼓
吹
・
虎
賁
・
班
劍

六
十
三
人
を
加
う
る
こ
と
︑
悉
く
三
老
尉
元
の
儀
に
準
ず
︒
高
祖
親
し
く


り
て
郊
に
出
で
︑
慟
哭
し
て
©
る
︒
諸
王
の
恩
禮

焉
に
比

す
る
は
莫
し
︒

― 102 ―

466



と
あ
る
︒
病
床
に
あ
る
休
を
孝
�
�
が
見
舞
っ
て
い
る
が
︑
同
年
二
L
か
ら
孝
�
�
が
�
城
に
滯
在
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
︑
休
は
�

城
で
死
去
し
︑
葬


も
こ
の
地
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
規
範
と
さ
れ
た
の
は
尉
元
の
事
例
で
あ
る
︒﹃
魏
書
﹄
卷
五
〇
・
尉
元

傳
か
ら
葬


の
樣
子
を
確
&
し
て
お
く
︒

(太
和
一
七
年
)
八
L
︑
元

薨
ず
︑
時
に
年
八
十
一
︒
詔
し
て
曰
く
﹁
⁝
布
帛
綵
物
二
千
z

溫
!
祕
器
・
1
衣
一
襲
を
賜
う
べ
し
︑
ª
せ

て
爲
に
墳
域
を
營
G
せ
よ
﹂
と
︒
諡
し
て
景
桓
公
と
曰
う
︒
葬
る
に
殊
禮
を
以
て
し
︑
羽
葆
︑
鼓
吹
を
給
い
︑
黃
鉞
・
班
劍
四
十
人
を
假

し
︑
帛
一
千
z
を
賜
う
︒

こ
の
よ
う
に
葬
列
の
�
成
に
虎
賁
の
/
無
や
人
數
に
8
い
が
あ
る
も
の
の
︑
拓
跋
休
の
葬


儀
禮
が
尉
元
の
も
の
を
踏
襲
し
た
こ
と
は
&
め
ら

れ
る
︒
先
に
み
た
叔
孫
俊
の
事
例
と
比
べ
る
な
ら
ば
︑
葬
列
の
�
成
の
詳
細
ま
で
指
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
�
城
�
の
�
後
の
段
階

で
行
わ
れ
た
こ
う
し
た
葬


儀
禮
の
變
�
が
洛
陽
�
都
後
に
繼
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

北
魏
の
大
官
の
葬


儀
禮
に
大
き
な
變
�
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
石
井
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
孝
�
�
洛
陽
�
都
0
後
に
あ
た
る
馮
熙
・
�

父
子
の
事
例
で
あ
り
︑
そ
こ
で
故
事
と
さ
れ
た
の
は
西
晉
の
安
�
王
司
馬
孚
の
も
の
で
あ
る(46

)
︒
北
魏
が
こ
の
段
階
で
西
晉
以
來
の
葬


を
[
入

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
叔
孫
俊
の
故
事
が
す
で
に
あ
り
︑
葬
列
を
莊
嚴
�
す
る
漢
族
の
葬


儀
禮
の
故
事
を
B
け
入
れ
る
素
地
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
︒
比
�
の
た
め
︑
西
晉
安
�
王
司
馬
孚
の
葬


の
樣
子
を
見
て
お
き
た
い
︒﹃
晉
書
﹄
卷
三
七
・
安
�
獻
王
孚
傳
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
︒

泰
始
八
年
薨
ず
︑
時
に
年
九
十
三
︒
�

太
極
東
堂
に
於
い
て
擧
哀
す
る
こ
と
三
日
︒
詔
し
て
曰
く
﹁
⁝
其
れ
東
園
溫
!
祕
器
・
1
y
一

具
・
衣
一
襲
・
緋
練
百
z
・
絹
布
各
お
の
五
百
z
・
錢
百
萬
・
穀
千
斛
を
以
て
︑
以
て
喪
事
に
供
せ
︒
諸
ろ
の
施
行
す
る
S
︑
皆
な
漢
の

東
�
獻
王
蒼
の
故
事
に
依
れ
﹂
と
︒
其
の
家

孚
の
�
旨
を

び
︑
給
す
る
S
の
器
物
︑
一
に
施
用
せ
ず
︒
�

再
び
喪
に
臨
み
︑
親
し
く

拜
し
哀
を
盡
す
︒
葬
に
X
び
︑
印
た
都
亭
に
幸
し
︑
柩
を
#
み
て
拜
し
︑
左
右
を
哀
動
す
︒
鑾
輅
輕
車
・
介
士
武
賁
百
人
・
吉
凶
の
[
從

二
千
餘
人
・
0
後
鼓
吹
を
給
し
︑
太
|
に
�
�
す
︒
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皇
�
の
親
臨
に
加
え
て
虎
賁
百
人
と
[
從
二
千
人
餘
︑
お
よ
び
0
後
の
鼓
吹
と
い
う
大
規
模
な
葬
列
が
$
目
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
皇
�
の
恩

寵
を
!
示
で
き
る
儀
仗
の
賜
與
が
故
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
以
後
︑
北
魏
の
葬
禮
は
�
城
時
代
の
叔
孫
俊
の
故
事
は
用
い
ら
れ
ず
︑
廣
陵
王
︑

廣
陽
王
︑
あ
る
い
は
西
晉
琅
琊
王
の
も
の
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
試
み
に
孝
�
�
�
以
影
の
葬
禮
の
典
據
を
列
記
す
る
と
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
︒
(

)
は
歿
年
︑
$
記
の
な
い
も
の
は
﹃
魏
書
﹄
に
よ
る
︒

西
晉
安
�
獻
王
司
馬
孚
故
事
：
馮
熙
・
�

(太
和
一
九
年
・
四
九
五
)
︑
彭
城
王
元
勰(47

)

(永
�
元
年
・
五
〇
八
)
︑
任
城
王
元
澄

(神
龜
二
年
・

五
一
九
)
︑
淸
河
王
元
懌

(正
光
元
年
・
五
二
〇
)
︑
爾
朱
榮

(永
安
三
年
・
五
三
〇
)

西
晉
琅
琊
武
王
司
馬
伷
故
事(48

)
：
劉
昶

(太
和
二
二
年
・
四
九
八
)

廣
陵
王
故
事
：
北
海
王
元
詳

(正
始
元
年
・
五
〇
四
)

廣
陽
王
故
事(49

)
：
崔
光

(正
光
四
年
・
五
二
三
)

孝
�
�
�
の
液
れ
を
經
て
︑
宣
武
�
�
に
は
北
魏
の
U
人
の
葬


の
規
範
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
そ
れ
を
示
す
の
が
廣
陵
王
元

羽
の
葬
儀
で
あ
る
︒
羽
の
葬
禮
は
﹃
魏
書
﹄
卷
二
一
上
の
傳
に
よ
れ
ば
︑

世
宗

親
し
く
臨
み
︑
哀
慟
し
︑
詔
し
て
東
園
溫
!
祕
器
・
1
y
一
具
・
衣
一
襲
・
錢
六
十
萬
・
布
一
千
z
・
蠟
三
百
斤
を
給
し
︑
大
鴻

臚
に
喪
事
を
護
せ
し
む
︒
大
殮
に
は
︑
�

親
し
く
之
に
臨
み
︑
哀
を
都
亭
に
擧
ぐ
︒
w
持
®
・
侍
中
・
驃
騎
大
將
軍
・
司
徒
公
・
冀
州

刺
�
を
贈
り
︑
羽
葆
鼓
吹
・
班
劍
四
十
人
を
給
し
︑
諡
し
て
惠
と
曰
う
︒
葬
に
X
び
︑
�

親
し
く


に
臨
む
︒

と
あ
る
︒
班
劍
の
規
模
か
ら
石
井
氏
が
尉
元
﹁
故
事
﹂
に
聯
な
る
も
の
と
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
︒
元
羽
は
第
二
違
で
見
た
よ
う
に
︑
確
&
で

き
る
中
で
は
宣
武
�
�
で
初
め
て
瀍
河
東
岸
に
埋
葬
さ
れ
た
王
で
あ
る
︒
羽
は
孝
�
�
の
弟
︑
宣
武
�
の
叔
父
で
あ
り
︑
宣
武
�
が
自
身
に
9

い
宗
族
を
丁
寧
に
埋
葬
し
な
が
ら
も
︑
こ
れ
ま
で
埋
葬
が
許
さ
れ
て
い
た
瀍
西
で
は
な
く
瀍
東
に
墓
地
を
設
定
す
る
こ
と
で
︑
皇
�
陵
と
王
墓

と
を
地
形
上
で
峻
別
し
て
い
た
こ
と
を
&
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
葬
列
の
制
度
も
漢
�
�
の
傳
瓜
に
則
し
︑
霍
光
故
事
に
聯
な
る
西
晉
安
�
王

故
事
と
︑
そ
れ
を
縮
小
し
た
尉
元
の
葬
禮
に
聯
な
る
廣
陵
王
故
事
へ
と
變
奄
し
た
︒
そ
れ
は
虎
賁
︑
班
劍
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
葬
列
の
莊
嚴
さ

― 104 ―

468



に
現
れ
る
も
の
で
︑
視
覺
C
に
&
識
が
容
易
な
も
の
で
あ
る
︒
先
に
觸
れ
た
よ
う
に
葬
列
自
體
は
�
城
�
か
ら
存
在
し
︑
こ
れ
に
漢
族
傳
瓜
の

儀
仗
を
加
え
る
こ
と
で
葬
列
の
演
出
效
果
を
高
め
た
の
で
あ
る
︒
洛
陽
�
の
葬
列
に
多
く
の
見
物
人
が
い
た
こ
と
は
︑
孝
莊
�
の
葬


が
參
考

と
な
る
︒﹃
洛
陽
伽
藍
記
﹄
卷
一
に
︑

太
昌
元
年

(五
三
二
)
冬
に
至
り
︑
始
め
て
梓
宮
を
3
え
京
師
に
赴
き
︑
�
を
靖
陵
に
葬
る
︒
作
る
S
の
五
言
詩
は
卽
ち
s
歌
の
詞
と
爲

る
︒
1
野
︑
之
を
聞
き
︑
悲
慟
せ
ざ
る
は
莫
く
︑
百
姓
の
觀
る
者
︑
悉
く
皆
な
掩
涕
す
る
の
み
︒

と
あ
る
︒
悲
劇
C
な
死
を
u
げ
た
皇
�
の
葬
列
の
た
め
︑
一
般
�
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
大
規
模
な
葬
列
を
都
下
の
人
々
が
$
視
し
た

こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き
よ
う
︒
葬
列
は
多
く
の
人
々
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
︑
規
模
に
!
確
な
差
を
つ
け
︑
故
人
へ
の
皇
�
の
恩

寵
の
�
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
よ
う
に
皇
�
か
ら
下
賜
さ
れ
た
葬
列
の
規
模
が
王
1
內
で
の
故
人
の
地
位
を
可
視
�
す
る
︒
そ
う
し

た
處
置
を
死
者
や
�
族
も
榮
譽
と
感
じ
︑
B
容
す
る
こ
と
は
︑
與
え
る
側
で
あ
る
皇
�
の
權
威
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
︒
こ
の
點
は
︑
こ

れ
ま
で
営
べ
て
き
た
北
魏
の
墓
葬
に
か
か
わ
る
變
革
と
軌
を
一
に
す
る
︒
ま
た
︑
葬
儀
の
改
¡
が
漢
魏
の
傳
瓜
に
則
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た

こ
と
に
も
$
目
し
た
い
︒
洛
陽
�
都
を
挾
ん
だ
こ
の
變
�
は
葬


\
體
の
漢
�
の
傾
向
を
顯
著
に
示
す
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑

0
違
で
檢
討
し
た
血
緣
に
基
づ
く
墓
群
�
成
原
理
も
︑
鮮
卑
の
葬
俗
を
殘
す
こ
と
に
拘
泥
し
た
可
能
性
は
低
く
︑
漢
族
と
同
樣
の
墓
群
�
成
を

目
指
し
た
も
の
と
考
え
る
ほ
う
が
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

以
上
営
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
︒
北
魏
洛
陽
で
は
︑
皇
�
陵
を
基
準
に
し
て
大
規
模
な
墓
群
が
北
邙
上
に
築
か
れ
て
お
り
︑
墓
群

の
外
見
は
�
接
す
る
後
漢
皇
�
陵
區
と
類
似
す
る
︒
そ
の
�
成
原
理
を
見
る
と
血
緣
を
重
視
し
た
も
の
で
︑
宿
白
氏
の
說
の
�
當
性
を
示
す
よ

う
に
見
え
る
︒
し
か
し
仔
細
に
檢
討
す
る
と
︑
元
氏
以
外
の
各
氏
族
の
墓
は
事
例
が
少
な
く
︑
ま
た
︑
元
氏
墓
の
�
置
は
出
自
す
る
皇
�
每
の

ま
と
ま
り
は
±
く
︑
王
系
︑
つ
ま
り
家
族
墓
地
の
集
積
と
見
な
し
た
方
が
�
當
な
事
例
が
多
い
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
は
鮮
卑
族
葬
の
�
風
と
す
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る
宿
氏
の
說
よ
り
は
謝
寶
富
氏
の
說
が
�
當
と
考
え
る
︒

で
は
�
洛
後
の
北
魏
は
ど
の
よ
う
な
t
圖
で
墓
群
を
築
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
墓
群
は
墓
の
�
G
や
葬
列
の
�
成
な
ど
︑
總
體
と
し
て
漢

�
の
S
產
と
い
う
べ
き
も
の
だ
が
︑
臣
下
を
同
じ
基
準
で
陪
葬
す
る
漢
族
王
1
の
よ
う
な
皇
�
陵
區
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
く
︑
鮮
卑
と
漢
族

と
の
閒
の
軋
轢
を
十
分
に
克
y
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
︒
孝
�
�
は
皇
�
陵
と
宗
室
墓
群
が
9
接
す
る
墓
群
を
�
想
し
︑
漢
族
の

葬
地
を
か
な
り
離
れ
た
場
S
に
設
定
し
た
︒
こ
れ
は
盛
樂
金
陵
X
び
�
城
郊
外
の
墓
群
の
樣
相
に
9
い
︒
宣
武
�
�
に
は
瀍
河
西
岸
を
皇
�
陵

區
に
設
定
し
直
し
︑
宗
室
墓
群
は
瀍
西
か
ら
排
さ
れ
瀍
東
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
︑
こ
の
宗
室
墓
群
が
陪
葬
墓
區
と
な
る
︒
�
城
�
の
金
陵

と
衣
な
り
︑
鮮
卑
の
中
か
ら
元
氏
の
み
を
陪
葬
し
︑
元
氏
の
優
位
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
北
邙
墓
群
に
お
い
て
︑
鮮
卑
內
の
︑

皇
�

︱
︱
宗
室
︱
︱

そ
の
他
の
鮮
卑
と
い
う
階
層
性
が
!
示
さ
れ
る
こ
と
な
る
︒
こ
れ
は
元
氏
以
外
の
鮮
卑
/
力
氏
族
の
力
が
大
き
く
�

が
れ
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
孝
!
�
�
に
は
外
戚
が
陪
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
皇
太
后
・
皇
�
が
元
氏
の
葬
地
を

決
め
る
事
例
が
頻
出
し
︑
皇
�
に
よ
る
墓
地
の
設
定
が
宗
室
荏
�
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
北
邙
北
魏
墓
地
は
短
�
閒
で
變
�
が
見

ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
時
々
の
政
治
�
勢
に
對
應
し
た
結
果
で
あ
り
︑
皇
�
權
力
の
强
�
の
た
め
に
︑
墓
の
�
置
を
巧
み
に
利
用
し
た
と
い
う
こ

と
は
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

�(1
)

宿
白
﹁
北
魏
洛
陽
城
和
北
邙
陵
墓

︱
︱
鮮
卑
�
蹟
輯
錄
之
三
﹂

﹃
�
物
﹄
一
九
七
八
年
三
�
︒

(2
)

謝
寶
富
﹁
北
魏
金
陵
︑
桑
乾
︑
北
邙
︑
乾
脯
山
西
葬
區
硏
究

︱
︱
�
以
此
求
敎
于
宿
白
先
生
﹂﹃
北
京
航
空
航
天
大
學
學
報

(社

會
科
學
版
)﹄
一
九
九
八
年
二
�
︒

(3
)

氣
賀
澤
保
規
¡
著
︑
郭
玉
堂
原
著
﹃
復
刻

洛
陽
出
土
石
刻
時
地

記

︱
︱
附

解
說
・
S
藏
墓
誌
碑
刻
目
錄
﹄
³
古
書
院
︑
二
〇
〇

二
年
︒

(4
)

金
陵
は
正
�
に
﹁
盛
樂
金
陵
﹂
﹁
雲
中
金
陵
﹂﹁
金
陵
﹂
と
複
數
の

表
記
が
あ
り
︑
こ
れ
に
關
わ
る
諸
說
に
つ
い
て
は
松
下
憲
一
氏
が
詳

細
に
檢
討
さ
れ
て
い
る

(松
下
憲
一
﹁
﹃
定
襄
之
盛
樂
﹄
と
﹃
雲
中

之
盛
樂
﹄
︱
︱
鮮
卑
拓
跋
國
家
の
都
城
と
陵
墓
︱
︱
﹂﹃
�
µ
﹄
四
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〇
號
︑
二
〇
〇
七
年
)︒
氏
は
︑
金
陵
は
盛
樂
と
雲
中
の
二
箇
S
に

あ
っ
た
と
結
論
さ
れ
る
︒
一
方
︑
古
鴻
飛
氏
は
金
陵
を
三
箇
S
と
し

(﹁
北
魏
金
陵
初
探
﹂﹃
山
西
大
同
大
學
學
報

(社
會
科
學
版
)﹄
二
二

卷
五
號
︑
二
〇
〇
八
年
)︑
劉
·
海
氏
は
盛
樂
一
箇
S
と
さ
れ
る

(﹁
北
魏
金
陵
初
探
﹂﹃
北
1
硏
究
﹄
第
六
輯
︑
二
〇
〇
八
)︒
金
陵
が

一
箇
S
か
複
數
箇
S
か
を
考
え
る
上
で
︑﹃
水
經
$
﹄
卷
三
・
河
水

に
引
く
﹃
魏
土
地
記
﹄
の
﹁
雲
中
城
東
八
十
里
/
成
樂
城
︑
今
雲
中

郡
治
︑
一
名
石
盧
城
也
﹂
の
﹁
今
﹂
が
い
つ
を
指
す
の
か
が
問
題
と

な
る
︒
松
下
氏
は
雲
中
郡
の
設
置
時
�
を
考
證
し
︑
そ
の
時
�
を
孝

�
�
の
洛
陽
�
都
以
後
と
さ
れ
︑
盛
樂
金
陵
と
雲
中
金
陵
を
同
一
の

も
の
と
し
て
い
た
胡
三
省
以
來
の
說
を
否
定
さ
れ
た
︒
だ
が
︑
こ
の

場
合
は
﹃
魏
土
地
記
﹄
の
成
書
年
代
を
考
え
る
の
が
/
效
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
點
に
つ
い
て
は
山
田
¶
芳
氏
に
よ
る
考
證
が
あ
る
︒
山
田
氏
は
︑

本
書
は
崔
浩
を
中
心
に
¡
纂
さ
れ
た
﹃
大
魏
土
地
記
﹄
で
あ
り
︑
太

武
�
の
華
北
瓜
一
以
0
に
成
っ
た
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
る

(﹁﹃
水

經
$
﹄
引
用
の
﹃
魏
土
地
記
﹄
に
つ
い
て
﹂﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
六
〇

號
︑
一
九
八
八
年
)︒
筆
者
も
そ
の
見
解
に
贊
t
を
表
す
も
の
で
あ

り
︑
!
元
�
以
影
︑﹁
雲
中
金
陵
﹂
と
表
記
さ
れ
る
の
は
盛
樂
が
雲

中
郡
治
に
な
っ
た
歷
�
C
な
經
¥
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な
し
︑
金

陵
は
盛
樂
一
箇
S
と
考
え
て
お
く
︒

(5
)

北
魏
以
0
の
0
漢
︑
魏
晉
の
陪
葬
に
つ
い
て
は
拙
著
﹃
漢
魏
晉
南

北
1
時
代
の
都
城
と
陵
墓
の
硏
究
﹄
³
古
書
院
︑
二
〇
一
六
年
︑
第

一
¸
第
二
違
︑
第
二
¸
第
一
違
︑
後
漢
に
つ
い
て
は
盧
靑
峰
﹁
東
漢

�
陵
/
關
陪
葬
墓
問
題
C
思
考
﹂
(洛
陽
市
�
物
第
二
工
作
º
¡

﹃
洛
陽
漢
魏
陵
墓
硏
究
論
�
集
﹄
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
)
參

照
︒
皇
�
陵
と
は
一
義
C
に
は
皇
�
の
墓
で
あ
る
た
め
︑
皇
�
陵
の

他
に
皇
后
陵
︑
妃
嬪
の
墓
が
�
接
す
る
場
S
に
G
ら
れ
る
︒
そ
の
上

で
︑
皇
�
陵
の
周
邊
に
は
円
國
の
功
臣
︑
高
官
さ
ら
に
外
戚
が
陪
葬

さ
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
確
&
さ
れ
て
い
る
事
例
で
は
︑
0
漢
も
後
漢
も

陪
葬
を
許
さ
れ
た
者
は
自
身
の
墓
だ
け
で
な
く
︑
周
圍
を
區
劃
し
て

家
族
墓
地
を
形
成
す
る
こ
と
が
多
い
︒

(6
)

山
西
省
大
同
市
»
物
館
・
山
西
省
�
物
工
作
委
員
會
﹁
山
西
大
同

石
家
寨
北
魏
司
馬
金
龍
墓
﹂﹃
�
物
﹄
一
九
七
二
年
三
�
︒

(7
)

向
井
佑
介
﹁
北
魏
の
考
古
R
料
と
鮮
卑
の
漢
�
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄

六
八
卷
三
號
︑
二
〇
〇
九
年
︑
同
﹁
北
魏
�
城
時
代
に
お
け
る
墓
制

の
變
容
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
八
五
卷
︑
二
〇
一
〇
年
︒
曹
臣
!
﹁
�
城

附
9
鮮
卑
X
北
魏
墓
葬
分
布
規
律
考
﹂
﹃
�
物
﹄
二
〇
一
六
年
五
�
︒

(8
)

太
武
�
�
の
こ
と
と
し
て
︑
﹃
魏
書
﹄
卷
三
八
・
王
Å
龍
傳
に

﹁
時
制
︑
南
人
入
國
者
皆
葬
桑
乾
﹂
と
あ
る
︒

(9
)

張
慶
捷
・
劉
俊
喜
﹁
北
魏
宋
紹
祖
墓
出
土
磚
銘
題
記
校
釋
﹂
(
大

同
市
考
古
硏
究
S
¡
﹃
大
同
雁
北
師
院
北
魏
墓
群
﹄
�
物
出
版
社
︑

二
〇
〇
八
年
)
︒
た
だ
し
向
井
氏
は
報
吿
書
の
人
骨
鑑
定
の
結
果
︑

北
族
の
特
徵
が
あ
る
こ
と
︑
7
慣
C
な
乘
馬
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
骨

の
變
形
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
墓
5
が
鮮
卑
�
し
て
い
た
こ
と
に
留
t

さ
れ
て
い
る
︒
0
揭
Î
(
7
)﹁
北
魏
�
城
時
代
に
お
け
る
墓
制
の
變

容
﹂
︒

(10
)

『北
�
﹄
卷
一
五
・
北
魏
宗
室
列
傳
・
常
山
王

傳
附
城
陽
宣
公

忠

(昭
成
�
曾
孫
)
の
傳
に
﹁
太
和
四
年
︑
病
篤
辭
À
︑
⁝
X
卒
︑

皆
悼
惜
之
︑
諡
曰
宣
︑
命
/
司
爲
立
碑
銘
﹂
と
あ
る
︒

(11
)

室
山
留
美
子
﹁
北
魏
官
人
官
僚
と
そ
の
埋
葬
地
�
擇
﹂﹃
東
洋
學
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報
﹄
八
七
卷
四
號
︑
二
〇
〇
六
年
︒

(12
)

方
山
上
の
永
固
陵
の
�
蹟
に
つ
い
て
は
詳
細
な
§
査
圖
は
今
な
お

公
開
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
萬
年
堂

(孝
�
�
壽
陵
)
の
北
方
に
墳
丘

狀
の
�
�
が
存
在
し
︑
陪
葬
墓
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
ら
の
�
�
は
未
§
査
の
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
こ
こ
で
は

略
圖
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
王
雁
卿
﹁
北
魏
永
固
陵
陵
寢
制
度
C
Á
何

點
&
識
﹂﹃
北
1
硏
究
﹄
第
七
輯
︑
二
〇
一
〇
年
を
擧
げ
て
お
く
︒

(13
)

拙
稿
﹁
北
魏
永
固
陵
の
G
營
﹂
(0
揭
拙
著
S
收
︑
初
出
二
〇
〇

〇
年
)︑
岡
村
秀
典
・
向
井
佑
介
﹁
北
魏
方
山
永
固
陵
の
硏
究

︱
︱

東
亞
考
古
學
會
一
九
三
九
年
收
集
品
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
東
方
學
報

(京
都
)﹄
八
〇
卷
︑
二
〇
〇
七
年
︒

(14
)

洛
陽
周
邊
の
地
形
に
つ
い
て
は
鹽
澤
裕
仁
﹃
千
年
�
都

洛
陽

︱
︱
そ
の
�
蹟
と
人
�
・
自
然
Â
境
﹄
雄
山
閣
︑
二
〇
一
〇
年
に

詳
し
い
︒

(15
)

窪
添
慶
�
﹁
本
貫
︑
居
Ã
地
︑
葬
地
か
ら
見
た
北
魏
宗
室
﹂﹃
魏

晉
南
北
1
官
僚
制
硏
究
﹄
³
古
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
S
收

(初
出
は

二
〇
〇
二
年
)︒

(16
)

0
揭
Î
(7
)向
井
﹁
北
魏
の
考
古
R
料
と
鮮
卑
の
漢
�
﹂︒

(17
)

本
稿
で
は
墓
誌
の
釋
�
に
つ
い
て
は
趙
超
﹃
漢
魏
南
北
1
墓
誌
彙

¡
﹄
天
津
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︑
羅
怨
・
葉
煒
﹃
怨
出
魏
晉

南
北
1
墓
誌
駅
證
﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
五
年
︑
王
連
龍
﹃
怨
見
北

1
墓
誌
集
釋
﹄
中
國
書
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
に
依
り
︑
他
に
¤

宜
︑
發
掘
報
吿
を
參
照
し
て
い
る
︒

(18
)

以
下
に
営
べ
る
北
魏
墓
の
場
S
に
つ
い
て
は
\
て
同
書
に
よ
る
︒

郭
氏
の
記
錄
に
つ
い
て
は
元
乂
墓
の
よ
う
に
︑
§
査
の
結
果
位
置
が

若
干
ず
れ
て
い
た
こ
と
が
�
!
し
た
事
例
も
あ
る

(
洛
陽
»
物
館

﹁
河
南
洛
陽
北
魏
元
乂
墓
§
査
﹂﹃
�
物
﹄
一
九
七
四
年
一
二
�
)︒

さ
ら
に
叔
孫
協
墓
誌
の
よ
う
に
︑
同
書
に
出
土
地
が
著
錄
さ
れ
て
い

る
も
の
の
︑
後
に
墓
誌
が
僞
G
だ
っ
た
と
す
る
證
言
が
出
る
な
ど

(趙
振
華
﹁
9
代
洛
陽
復
刻
僞
G
墓
誌
考
営
﹂﹃
洛
陽
古
代
銘
刻
�
獻

硏
究
﹄
三
秦
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
)︑
そ
の
確
度
に
つ
い
て
は
發
掘

等
に
よ
り
檢
證
さ
れ
る
こ
と
が
#
ま
し
い
︒
た
だ
︑
今
擧
げ
た
元
乂

の
事
例
で
も
今
囘
の
檢
討
の
範
圍
で
は
十
分
に
R
料
と
し
て
耐
え
う

る
︒
若
干
の
危
う
さ
は
あ
る
が
︑
墓
誌
の
出
土
地=

墓
の
位
置
と
考

え
て
以
下
の
考
察
を
�
め
る
︒

(19
)

長
陵
が
壽
陵
で
あ
る
こ
と
は
︑
以
下
の
�
料
參
照
︒﹃
北
�
﹄
卷

一
三
・
皇
后
列
傳
・
�
成
�
!
皇
后
馮
氏
傳
﹁
初
︑
�
孝
於
太
后
︑

乃
於
永
固
陵
東
北
里
餘
營
壽
宮
︑
u
/
�
焉
瞻
#
之
志
︒
X
�
洛
陽
︑

乃
自
表
瀍
西
以
爲
山
園
之
S
︑
而
方
山
虛
宮
號
曰
萬
年
堂
云
︒﹂

(20
)

劉
連
香
﹁
北
魏
馮
熙
馮
�
墓
志
與
�
洛
之
初
陵
墓
區
規
劃
﹂﹃
中

原
�
物
﹄
二
〇
一
六
年
三
�
︒

(21
)

孝
!
�
の
定
陵
は
︑
張
寧
・
王
悅
の
墓
誌
か
ら
元
氏
宗
室
墓
群
の

東
方
︑
西
山
嶺
頭
村
附
9
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
附
9
で
該
當
す

る
北
魏
墓
は
墳
丘
徑
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
玉
冢
で
あ
る
︒
こ
の
規
模

は
長
陵
の
一
〇
三
メ
ー
ト
ル
︑
景
陵
の
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
と
同
じ
で

あ
り
︑
陵
の
規
格
や
�
G
は
こ
れ
ま
で
の
皇
�
陵
と
同
等
に
つ
く
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
玉
冢
に
つ
い
て
は
洛
陽
市
�
物
考
古
硏

究
院
﹁
洛
陽
孟
津
後
Ø
玉
冢
§
査
勘
探
報
吿
﹂
﹃
洛
陽
考
古
﹄
二
〇

一
四
年
三
�
參
照
︒

(22
)

た
だ
し
元
繼
も
爽
も
乂
よ
り
遲
れ
て
歿
し
て
い
る
︒
江
陽
王
家
に
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關
わ
る
墓
誌
で
�
古
の
も
の
は
永
�
元
年

(五
〇
八
)
に
埋
葬
さ
れ

た
元
繼
の
�
妃
石
婉
の
も
の
で
︑
墓
誌
が
見
つ
か
っ
た
場
S
は
元
氏

墓
が
集
中
す
る
張
羊
村
の
西
で
あ
る
︒
こ
こ
が
本
來
豫
定
さ
れ
て
い

た
江
陽
王
家
墓
地
と
す
れ
ば
︑
元
乂
だ
け
で
は
な
く
︑
繼
や
爽
も
本

來
の
墓
地
か
ら
離
れ
て
怨
た
に
墓
地
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

た
だ
︑
こ
の
場
合
で
も
元
乂
墓
が
家
族
墓
地
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と

は
變
わ
ら
な
い
︒
元
繼
と
爽
の
墓
は
︑﹃
時
地
記
﹄
に
爽
墓
の
位
置

を
﹁
Ç
元
繼
墓
甚
9
﹂
と
記
す
よ
う
に
同
一
の
墓
地
で
あ
る
︒

(23
)

元
乂
墓
に
つ
い
て
は
0
揭
Î
(18
)報
�
參
照
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑

現
存
す
る
墳
丘
は
本
來
の
規
模
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
�
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
擧
げ
る
數
値
は
現
存
墳
丘
の
も
の
で
あ
り
︑
本

來
の
大
き
さ
は
こ
の
數
値
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

(24
)

元
�
は
宣
武
�
�
に
反
亂
を
r
こ
し
て
お
り
I
常
の
埋
葬
は
さ
れ

て
い
な
い
︒﹃
北
�
﹄
に
は
﹁
斂
以
小
棺
︑
瘞
︒
⁝
後
靈
太
后
令
�

之
四
子
皆
附
屬
籍
︑
£
封
�
臨
洮
王
︒
寶
L
乃
改
葬
父
母
︑
£
y
三

年
﹂
と
あ
り
︑
孝
!
�
�
に
王
と
し
て
埋
葬
さ
れ
た
︒

(25
)

元
懌
墓
に
つ
い
て
は
洛
陽
»
物
館
﹁
洛
陽
北
魏
元
邵
墓
﹂﹃
考
古
﹄

一
九
七
三
年
四
�
︑
徐
嬋
菲
﹁
洛
陽
北
魏
元
懌
墓
壁
畫
﹂﹃
�
物
﹄

二
〇
〇
二
年
二
�
︒

(26
)

0
揭
Î
(11
)︒

(27
)

叔
孫
氏
の
叔
孫
協
の
墓
誌
が
﹃
洛
陽
出
土
石
刻
時
地
記
﹄
に
著
錄

さ
れ
て
い
る
が
︑
Î
(18
)に
営
べ
た
よ
う
に
僞
刻
と
す
る
證
言
が
あ

り
︑
檢
討
か
ら
外
し
て
お
く
︒

(28
)

北
邙
北
魏
墓
群
の
鮮
卑
/
力
氏
族
で
墓
誌
が
複
數
出
土
し
て
い
る

の
は
︑
穆
氏
の
七
方
︑
于
氏
の
四
方
︑
長
孫
氏
の
三
方
で
あ
る
︒
長

孫
氏
の
墓
誌
出
土
地
は
分
散
し
︑
于
氏
も
二
箇
S
に
分
か
れ
る
︒
穆

氏
墓
地
は
瀍
東
に
比
�
C
ま
と
ま
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
穆
�
國
と

子
の
亮
の
系
瓜
を
中
心
と
す
る
墓
地
と
み
ら
れ
︑
�
國
の
弟
正
國
の

孫
の
簒
の
墓
は
瀍
西
に
あ
り
︑
穆
氏
の
墓
地
も
分
散
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
︒
六
1
�
の
漢
族
の
墓
群
に
つ
い
て
は
本
貫
か
ら
離
れ
た
東

晉
の
琅
琊
王
氏
や
陳
群
謝
氏
の
墓
群
の
在
り
方
が
參
考
と
な
る
︒
六

1
墓
地
に
つ
い
て
は
雛
厚
本
5
¡
﹃
江
蘇
考
古
五
十
年
﹄
南
京
出
版

社
︑
二
〇
〇
〇
年
參
照
︒

(29
)

川
本
芳
昭
﹁
北
族
集
團
の
È
壞
と
太
和
二
十
年
の
謀
反
・
北
鎭
の

亂
﹂﹃
魏
晉
南
北
1
時
代
の
民
族
問
題
﹄
³
古
書
院
︑
一
九
九
八
年
︒

(30
)

墓
誌
に
﹁
附
葬
季
父
司
空
�
穆
公
神
塋
之
左
﹂
と
あ
り
︑
李
沖
墓

附
9
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(31
)

0
揭
Î
(
20
)︒

(32
)

乾
脯
山
に
つ
い
て
は
﹃
北
堂
書
鈔
﹄
卷
一
四
五
・
酒
食
部
四
・
脯

¸
に
引
く
陸
機
﹃
洛
陽
記
﹄
に
﹁
乾
脯
山
︑
在
洛
陽
北
去
三
十
里
︑

於
上
暴
肉
因
以
爲
名
﹂
と
あ
る
︒
方
位
を
洛
陽
の
﹁
北
﹂
と
す
る
の

が
問
題
だ
が
︑
﹃
�
�
﹄
卷
三
八
・
表
下
﹁
傅
季
友
爲
宋
公
至
洛
陽

謁
五
陵
表
﹂
の
$
に
引
く
郭
緣
生
﹃
営
征
記
﹄
に
は
﹁
北
邙
東
︑
則

乾
脯
山
﹂
と
あ
り
︑
北
邙
の
東
側
で
首
陽
山
の
西
と
考
え
て
い
い
だ

ろ
う
︒

(33
)

馮
聿
墓
誌
に
つ
い
て
は
︑
宮
萬
瑜
﹁
邙
洛
9
年
出
土
馮
聿
︑
源
模
︑

張
懋
三
方
北
魏
墓
誌
略
考
﹂﹃
中
原
�
物
﹄
二
〇
一
二
年
第
五
�
に

拓
影
と
釋
�
を
載
せ
る
が
︑
出
土
地
に
つ
い
て
の
�
報
は
な
い
︒
本

稿
の
圖
で
は
墓
誌
と
馮
熙
・
�
墓
誌
の
出
土
位
置
の
大
ま
か
な
�
報

か
ら
︑
首
陽
山
西
端
周
邊
と
想
定
し
て
い
る
︒
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(34
)

孝
�
�
が
馮
�
の
墓
地
の
設
定
に
關
與
し
て
い
た
こ
と
は
︑﹃
魏

書
﹄
卷
八
三
上
・
外
戚
傳
上
の
﹁
禮
物
轜
儀
︑
徐
州
備
G
︑
陵
兆
葬

事
︑
下
洛
候
設
﹂
と
い
う
記
営
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

(35
)

な
お
長
樂
信
都
馮
氏
に
關
聯
す
る
墓
誌
と
し
て
馮
邕
の
妻
元
氏
の

墓
誌
が
洛
陽
西
方
︑
北
魏
皇
�
陵
區
の
南
方
に
位
置
す
る
東
陡
Ø
村

の
西
で
發
見
さ
れ
て
い
る
︒
元
氏
は
司
空
を
£
贈
さ
れ
た
元
暉
の
娘

で
あ
る
︒
馮
邕
と
熙
ら
と
の
關
係
は
不
!
だ
が
︑
元
氏
の
女
性
と
の

婚
姻
關
係
か
ら
同
族
の
可
能
性
が
あ
る
︒
元
氏
の
歿
年
︑
埋
葬
年
と

も
に
正
光
三
年
で
あ
り
︑
そ
う
す
る
と
︑
馮
氏
の
塋
域
は
孝
!
�
�

に
移
動
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒

(36
)
﹃
魏
書
﹄
卷
六
三
・
王
肅
傳
﹁
景
!
二
年
薨
於
壽
春
︑
年
三
十
八
︒

世
宗
爲
擧
哀
︑
詔
曰
﹁
肅
奄
至
不
救
︑
痛
惋
�
懷
︑
可
x
中
書
侍
郞

賈
思
伯
�
I
直
散
騎
常
侍
撫
慰
厥
孤
︑
給
東
園
祕
器
・
1
y
一
襲
・

錢
三
十
萬
・
帛
一
千
z
・
布
五
百
z
・
蠟
三
百
斤
︑
幷
問
其
卜
�
<

9
︑
專
x
侍
御
�
一
人
監
護
喪
事
︑
務
令
優
厚
︒﹂
印
詔
曰
﹁
死
生

動
靜
︑
卑
高
/
域
︑
¶
Ì
S
居
︑
存
@
崇
顯
︒
故
杜
預
之
歿
︑
窆
於

首
陽
︒
司
空
李
沖
︑
�
舟
是
託
︒
Í
瞻
斯
S
︑
Î
亦
二
代
之
九
原
也
︒

故
揚
州
刺
�
肅
Î
義
結
於
二
世
︑
英
惠
符
於
李
杜
︑
�
生
本
t
︑
願

�
京
陵
︑
旣
/
宿
心
︑
宜
u
先
志
︒
其
令
葬
於
沖
︑
預
兩
墳
之
閒
︑

w
之
神
Ï
相
得
也
︒﹂﹂
た
だ
し
︑
肅
の
子
の
紹
は
*
昌
四
年
八
L
に

死
去
し
て
い
る
が
︑
旣
に
見
た
よ
う
に
元
氏
墓
群
內
に
埋
葬
さ
れ
て

お
り
︑
李
氏
墓
群
と
は
8
い
王
氏
の
墓
地
は
移
動
し
て
い
る
︒

(37
)

北
1
の
漢
族
の
5
な
墓
群
を
擧
げ
て
お
く
︒
張
李
﹁
河
北
景
縣
封

氏
墓
群
§
査
記
﹂﹃
考
古
﹄
一
九
五
七
年
三
�
︑
孟
昭
林
﹁
記
後
魏

邢
洩
墓
出
土
�
物
X
邢
蠻
墓
C
發
現
﹂﹃
考
古
﹄
一
九
五
九
年
四
�
︑

河
北
省
�
管
處
﹁
景
縣
北
魏
高
氏
墓
發
掘
鯵
報
﹂﹃
�
物
﹄
一
九
七

九
年
三
�
︒
他
に
弘
農
の
楊
氏
も
本
貫
地
の
華
陰
で
北
1
�
の
墓
誌

が
出
土
し
て
お
り
︑
墓
群
を
營
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(38
)

0
揭
Î
(11
)
︒

(39
)

北
魏
の
正
瓜
觀
に
つ
い
て
は
川
本
芳
昭
﹁
五
胡
十
六
國
・
北
1
時

代
に
お
け
る
﹁
正
瓜
﹂
王
1
に
つ
い
て
﹂﹃
魏
晉
南
北
1
時
代
の
民

族
問
題
﹄
³
古
書
院
︑
一
九
九
八

(初
出
︑
一
九
九
七
年
)︑
田
中

一
輝
﹁
代
北
と
中
原

︱
︱
北
1
の
�
學
と
正
瓜
觀
︱
︱
﹂﹃
東
洋

�
硏
究
﹄
七
五
卷
三
號
︑
二
〇
一
六
年
參
照
︒

(40
)
﹃
北
�
﹄
卷
一
三
・
皇
后
列
傳
上
・
孝
�
�
昭
皇
后
傳
﹁
宣
武
踐

阼
︑
£
�
�
�
︒
后
先
葬
在
長
陵
東
南
︑
陵
制
卑
局
︑
因
就
r
山
陵
︑

號
�
寧
陵
︑
置
邑
戶
五
百
家
︒
!
�
時
︑
n
上
�
號
太
后
︑
以
同

漢
・
晉
之
典
︑
正
姑
h
之
禮
︑
|
號
如
舊
�
昭
︒
�
靈
櫬
於
長
陵
兆

內
西
北
六
十
步
︒
初
︑
開
�
寧
陵
數
丈
︑
於
梓
宮
上
獲
大
蛇
︑
長
丈

餘
︑
黑
色
︑
頭
/
王
字
︑
蟄
而
不
動
︑
靈
櫬
旣
�
︑
M
置
蛇
舊
處
︒
﹂

(41
)

0
揭
Î
(
13
)︑
拙
稿
︒

(42
)

琅
琊
王
氏
關
聯
墓
誌
で
は
北
陳
莊
村
で
發
見
さ
れ
た
王
誦
の
妻
で

彭
城
王
元
勰
の
娘
で
あ
る
元
氏
の
も
の
が
�
も
古
い
︒
た
だ
し
︑
こ

の
墓
誌
は
永
�
三
年

(
五
一
〇
)
と
い
う
死
去
年
を
記
す
だ
け
で
︑

埋
葬
年
を
記
し
て
お
ら
ず
︑
埋
葬
が
遲
れ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

(43
)

石
井
仁
﹁
虎
賁
班
劍
考−

漢
六
1
の
恩
賜
・
殊
禮
と
故
事
﹂﹃
東

洋
�
硏
究
﹄
五
九
卷
四
號
︑
二
〇
〇
一
年
︒

(44
)

0
揭
Î
(13
)
︑
拙
稿
︒

(45
)
﹃
魏
書
﹄
卷
五
五
・
劉
芳
傳
﹁
高
祖
自
襲
斂
暨
于
啟
祖
・
山
陵
・

練
除
︑
始
末
喪
事
︑
皆
芳
+
定
︒
﹂
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(46
)

0
揭
Î
(43
)石
井
論
�
︒
參
考
ま
で
に
馮
熙
と
馮
�
の
葬


の
樣

子
を
﹃
魏
書
﹄
卷
八
三
の
傳
か
ら
見
て
お
き
た
い
︒
馮
熙
は
﹁
將
葬
︑

贈
假
黃
鉞
・
侍
中
・
都
督
十
州
諸
軍
事
・
大
司
馬
・
太
尉
・
冀
州
刺

�
︑
加
黃
屋
左
纛
︑
備
九
錫
︑
0
後
部
羽
葆
鼓
吹
︑
皆
依
晉
太
宰
・

安
�
獻
王
故
事
﹂︑
馮
�
は
﹁
贈
假
黃
鉞
・
w
持
®
・
大
司
馬
・
領

司
徒
・
侍
中
・
都
督
・
太
師
・
駙
馬
︑
公
如
故
︒
加
以
殊
禮
︑
備
錫

九
命
︑
依
晉
大
司
馬
︑
齊
王
攸
故
事
﹂
と
あ
る
︒
馮
�
の
葬
禮
に
は

西
晉
の
司
馬
攸
の
故
事
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
攸
の
葬
禮
は
﹃
晉

書
﹄
卷
三
八
・
齊
王
攸
傳
に
﹁
詔
喪
禮
依
安
�
王
孚
故
事
︑
|
設
軒

懸
之
樂
︑
�
�
太
|
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
安
�
王
の
故
事
に
基
づ
い

て
お
り
︑
同
じ
も
の
で
あ
る
︒

(47
)

元
勰
の
葬
禮
は
正
�
の
傳
に
記
載
は
な
い
が
︑
淸
河
王
元
懌
の
墓

誌
に
は
懌
の
葬
禮
が
勰
の
故
事
に
依
っ
た
と
あ
り
︑
さ
ら
に
﹃
洛
陽

伽
藍
記
﹄
卷
四
に
懌
の
葬
禮
は
﹁
依
晉
安
�
王
孚
故
事
﹂
と
あ
る
︒

(48
)

司
馬
伷
の
葬
禮
は
﹃
晉
書
﹄
に
は
!
ら
か
で
な
く
︑
劉
昶
の
葬
禮

を
﹃
魏
書
﹄
の
傳
か
ら
記
し
て
お
く
︒
﹁
加
以
殊
禮
︑
備
九
錫
︑
給

0
後
部
羽
葆
鼓
吹
︑
依
晉
琅
Ô
武
王
伷
故
事
︑
諡
曰
!
︒﹂

(49
)
﹁
廣
陽
王
﹂
は
廣
陽
懿
烈
王
の
嘉
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
嘉
の
傳

に
葬
禮
の
記
載
は
な
く
︑
あ
る
い
は
﹁
廣
陵
王
﹂
の
Õ
記
の
可
能
性

も
あ
る
︒
崔
光
の
葬
禮
を
﹃
魏
書
﹄
の
傳
か
ら
記
し
て
お
く
︒﹁
印

敕
加
後
部
鼓
吹
・
班
劍
︑
依
太
保
・
廣
陽
王
故
事
︑
諡
�
宣
公
︒﹂
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one of differentiation or different but equal, but rather should be grasped as a

continuation/expansion relationship.

Thus, this article posits the establishment process of the Qin state government,

divides that process into three major periods, and discusses how more of the older

laws established in the mid Warring States period are preserved in the important

Yunmeng Shuihudi Qin jian 雲夢睡虎地秦鯵 bamboo slips than in contemporane-

ous late Warring States period documents.

THE COMPOSITION AND TRANSITION OF THE TOMBS

ON MANGSHAN DURING THE LUOYANG ERA OF

THE NORTHERN WEI

MURAMOTO Kenʼichi

In regard to the tombs on Mangshang 邙山 that the Northern Wei built after

transferring the capital to Luoyang, Su Bai 宿白 pointed out that the custom of clan

burial was still maintained by the Xianbei 鮮卑 and his theory still has great

influence today. This theory postulates that the sinification policy of the Emperor

Xiaowen 孝�� did not extend to funerary customs. In this paper I trace the

changes in the Mangshan tombs and examine the theory of Su and consider what

the dynasty sought in the configuration of the tombs.

As for the tombs established by Emperor Xiaowen immediately after the

transfer of the capital to Luoyang, the imperial tomb was placed on the western

edge and the imperial Yuan clans tombs nearby, while the tombs of high-ranking

officials of the Han people were placed in the vicinity of the tomb of Western Jin

DuYu 杜預 in the east. The separation of the Xianbei and Han tombs that had

existed since the Pingcheng �城 period was maintained. During the reign of

Emperor Xuanwu 宣武�, the imperial family tombs were located to the east of the

Chanhe river 瀍河, and on the west bank of the Chanhe was the emperorʼs own

tomb. It is also a distinctive characteristic of this period that only members of the

imperial family and emperorsʼ wives were buried in the accompanying satellite

tombs built around the emperorsʼ tombs. In the reign of Emperor Kaoming 孝��,

the intervention of the emperor and empress regarding the placement of imperial

familyʼs tombs increased, and determining locations of tombs became a means of

dominating the imperial family. The tombs of maternal relatives also came to be

regarded as accompanying satellite tombs.
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Burial within the imperial tomb complex of the Northern Wei tombs on

Mangshan was limited only to members of the imperial family and emperorsʼ wives

and maternal relatives, and there is no record of even influential Xianbei, to say

nothing of Han people, being allowed to have accompanying satellite graves within

the imperial tomb complex. Examining changes after the transfer of the capital to

Luoyang, we see the greatest goal continued to be securing a burial site for the

Xianbei who had moved south. In addition, we note that the Northern Wei dynasty

first established the superiority of the imperial Yuan clan based on the configuration

of tombs. Then, in the reign of Emperor Xuanwu another change was the existence

of an area especially dedicated to imperial tombs. Next,during the reign of Emperor

Kaoming, the emperor intervened in the selection of tombs for imperial kin. In this

way the intent to determine the configuration of tombs consistently corresponds to

the establishment of imperial power. Moreover, it is difficult to regard the

placement of tombs as a reflection of the clan system as Su had claimed. It would

be more appropriate to consider it a natural concentration of family tombs just as

was the case with the Han people. In general, the Northern Wei tombs on

Mangshan can be understood in the course of sinification, resembling the Han

practice, in terms of tomb arrangement, structure, funeral ritual and so on, but with

respect to tomb configuration and accompanying satellite graves, practices were

distinct from those of the Han dynasty, functioning as one means to strengthen the

emperorʼs power while resolving political problems at one time or another.

ΦΡΜΑΛΑΡΟ AND PRMʼNΔʼR : A COMPARATIVE STUDY OF

LOCAL OFFICIALS IN TUKHĀRISTĀN AND SOGD

MIYAMOTO Ryoichi

By grace of new information from the Bactrian documents which were

deciphered and edited by N. Sims-Williams, we can now research several new

subjects on the history, geography and society of Tukhāristān. In this article, we

consider φρομαλαρο, which was one of the local officials in the region. Although we

have new documents, these are not enough to allow us to investigate the title in

detail. Therefore, we also deal with a Sogdian title prmʼnδʼr mentioned in the Mugh

documents, whose etymology is the same as φρομαλαρο, and then compare the

functions of these two officials.

By examining the Bactrian documents which mention φρομαλαρο, we find that
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