
東
周
代
燕
國
の
東
方
�
出

宮

本

一

夫

は
じ
め
に

第
一
違

硏
究
�
と
問
題
の
�
在

第
二
違

遼
西
に
お
け
る
燕
系
靑
銅
彜
器
と
靑
銅
武
器
の
	
年


位
置
づ
け

(一
)
遼
西
に
お
け
る
燕
系
靑
銅
彜
器
の
	
年

(二
)
遼
西
に
お
け
る
靑
銅
武
器
の
	
年

第
三
違

燕
系
副
葬
陶
器
の
	
年


位
置
づ
け

第
四
違

燕
の
領
域
擴
大

(一
)
燕
墓
の
分
布
か
ら
み
た
燕
の
領
域

(二
)
燕
の
領
域
擴
大
の
實
年
代

第
五
違

燕
の
東
方
�
出
と
中
央
集
權


お
わ
り
に
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は
じ
め
に

『
�
記
﹄
匈
奴
列
傳
第
五
十
に
は
︑
燕
の
將
軍
秦
開
が
東
胡
を
攻
め
︑
そ
の
領
域
を
東
方
に
大
き
く
後
�
さ
せ
て
︑
上
谷
郡
か
ら
遼
東
郡
の

五
郡
を
設
置
し
て
︑
�
陽
か
ら
襄
�
に
至
る
長
城
を
築
き
︑
東
胡
と
の
境
と
し
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る(1

)
︒
こ
こ
で
︑
秦
開
は
秦
始
皇
�
の
�
殺

を
企
て
た
秦
舞
陽
の
祖
父
で
あ
る
こ
と
が
営
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
五
郡
設
置
が
お
お
よ
そ
紀
元
�
三
〇
〇
年
頃
の
燕
を
再
興
さ
せ
繁
榮
を

も
た
ら
し
た
燕
昭
王
の
代
と
考
え
る
の
が
一
般


で
あ
る
︒﹃
三
國
志
﹄
魏
書
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
傳
第
三
十
・
裴
松
之
�
引
﹃
魏
略
﹄
に
も
︑

將
軍
の
秦
開
が
燕
の
領
域
を
滿
番
汗
ま
で
廣
げ
︑
�
鮮
が
�
體

し
た
と
さ
れ
る(2

)
︒
�
鮮
の
領
域
が
具
體


に
ど
こ
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る

が
︑
そ
の
西
�
ま
で
領
域
を
廣
げ
た
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
�
記
﹄
�
鮮
列
傳
第
五
十
五
に
は
︑
燕
は
戰
國
時
代
に
は
眞
番
と
�
鮮
を
攻

略
し
官
�
を
置
き
城
塞
を
�
築
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
秦
が
燕
を
滅
ぼ
す
と
遼
東
の
外
側
の
地
帶
を
領
 
し
︑
漢
初
に
は
そ

の
土
地
が
"
方
で
守
備
が
困
難
な
と
こ
ろ
か
ら
︑
古
い
遼
東
の
城
塞
を
修
理
し
て
浿
水
ま
で
を
國
境
と
し
て
燕
の
領
土
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る(

3
)

︒
漢
初
に
︑
戰
國
燕
や
瓜
一
秦
段
階
で
遼
東
の
外
側
ま
で
領
 
し
て
い
た
の
が
遼
東
ま
で
�
い
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
浿
水
と
は
遼
東
郡
の

境
の
鴨
綠
江
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
戰
國
燕
や
瓜
一
秦
に
は
遼
東
の
外
側
︑
す
な
わ
ち
鴨
綠
江
の
東
側
ま
で
領
域
を
廣
げ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
地
域
は
︑
%
刀
錢
や
燕
圓
錢
の
分
布
の
東
限
で
あ
る
現
在
の
淸
川
江
液
域
以
西
︹
田
村
二
〇
〇
一
︑
古
澤
二
〇
一
〇
︺
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま

た
︑
田
中
俊
%
も
燕
の
領
域
の
南
限
で
あ
る
滿
番
汗
の
番
汗
縣
を
淸
川
江
の
河
口
附
'
と
�
獻
�


檢
討
か
ら
考
え
て
い
る
︹
田
中
二
〇
〇
七
︺
︒

し
た
が
っ
て
︑
戰
國
燕
の
秦
開
の
頃
で
あ
る
紀
元
�
三
〇
〇
年
頃
の
東
方
擴
大
域
は
︑
現
在
の
北
�
鮮
域
で
あ
る
淸
川
江
ま
で
(
し
︑
こ
こ
を

境
界
に
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒

一
方
︑﹃
戰
國
策
﹄
燕
策
一
・
蘇
秦
將
爲
從
北
說
燕
�
侯
違(4

)
や
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
第
九(5

)
で
は
︑
蘇
秦
が
燕
の
�
侯
に
︑
燕
の
東
に
は
�
鮮

や
遼
東
︑
北
に
は
林
胡
や
樓
煩
が
西
に
は
雲
中
や
九
原
が
︑
南
に
は
呼
沱
や
易
水
が
あ
る
と
語
る
記
載
が
あ
る
︒
紀
元
�
四
世
紀
中
頃
の
燕
�

侯
の
頃
に
は
︑
燕
の
領
域
の
境
が
東
方
で
は
�
鮮
や
遼
東
に
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
遼
西
ま
で
は
旣
に
紀
元
�
四
世
紀
に
燕
の
領
域
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し
て
い
た
可
能
性
が
窺
え
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
う
し
た
領
域
の
擴
大
の
原
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
時
+
︑
鑄
�
鐵
器
の
生
產
の
始
ま
り
と
鑄
�
鐵
器
の
脫
炭
處
理
の
開

發
に
よ
り
︹
宮
本
二
〇
一
五
︺
︑
農
/
具
生
產
の
高
ま
り
が
考
え
ら
れ
る
︒
戰
國
時
代
の
鐵
生
產
の
擴
大
は
生
產
力
の
擴
大
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑

先
秦
�
に
お
け
る
大
き
な
變
革
+
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
営
べ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︹
楊
0
一
九
五
五
︺
︒
農
/
具
の
發
(
が
土
地
開

發
の
擴
大
を
1
味
し
︑
こ
れ
ま
で
の
氏
族
制
社
會
に
よ
る
舊
來
氏
族
か
ら
な
る
社
會
�
�
に
加
え
︑
さ
ら
に
怨
興
の
農
民
層
や
商
人
な
ど
の
都

市
5
民
の
出
現
︹
江
村
二
〇
〇
〇
︺
が
豫
想
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
怨
興
階
層
を
取
り
6
ん
だ
人
材
の
登
用
に
よ
る
王
權
の
强

と
中

央
集
權

が
︑
そ
の
8
度
は
別
と
し
て
戰
國
七
雄
の
各
國
で
9
き
て
い
る
︹
江
村
二
〇
〇
〇
︺
︒

燕
國
で
も
紀
元
�
三
世
紀
の
昭
王
代
以
影
に
中
央
集
權

が
始
ま
る
こ
と
が
︑﹃
�
記
﹄
匈
奴
列
傳
第
五
十
の
五
郡
設
置
の
記
載
か
ら
も
知

ら
れ
る
が
︑
具
體


な
中
央
集
權
の
實
態
は
�
獻
記
営
に
は
な
い
︒
ま
た
︑
郡
治
な
ど
の
考
古
學


:
料
は
不
足
し
て
お
り
︑
;
跡
か
ら
の
檢

討
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
一
方
︑
別
の
中
央
集
權

の
實
態
は
︑
武
器
名
や
武
器
型
式
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
昭
王
以
影
の
常
備
軍
の

設
置
に
<
め
ら
れ
る
︹
宮
本
一
九
八
五
︺
︒
あ
る
い
は
陶
�
に
見
ら
れ
る
=
稅
升
の
始
ま
り
に
よ
っ
て
%
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︹
江
村
二

〇
〇
〇
︑
宮
本
二
〇
一
二
︺
︒
%
刀
錢
の
廣
が
り
も
郡
治
荏
�
の
廣
が
り
を
示
し
て
い
よ
う
︹
田
村
二
〇
〇
一
︺
︒

こ
の
よ
う
に
︑
燕
の
東
方
�
出
は
戰
國
時
代
燕
の
中
央
集
權

を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
領
域
國
家
と
呼
ば
れ
る
戰
國
時
代
の
國
家
�
�
の
實

態
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑
ク
ラ
ッ
セ
ン
・
ス
カ
ル
ニ
ー
ク
の
初
+
國
家
の
定
義
︹
C
la
sse
n
,
H
.
&
S
k
a
ln
ik
,
P
.
1
9
7
8︺
を
R
い
︑
こ
う

し
た
時
+
を
秦
漢
の
成
熟
國
家
の
礎
を
な
す
時
+
と
し
て
︑
推
移


初
+
國
家
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
︹
宮
本
二
〇
〇
七
︺
︒
本
稿
で
は
︑
燕

の
東
方
�
出
の
實
態
を
︑
考
古
:
料
を
中
心
に
示
す
こ
と
に
よ
り
︑
領
域
國
家
の
實
態
の
一
例
で
あ
る
燕
國
の
樣
相
を
描
こ
う
と
思
う
︒
さ
ら

に
︑
こ
う
し
た
燕
の
東
方
�
出
は
︑
�
鮮
T
島
や
日
本
列
島
の
初
+
鐵
器
時
代
の
始
ま
り
と
大
き
く
關
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
︹
宮
本
二
〇
一

七
︺
︒
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第
一
違

硏
究
�
と
問
題
の
�
在

戰
國
時
代
の
物
勒
工
銘
と
り
わ
け
武
器
の
刻
�
か
ら
︑
三
晉
の
國
別
の
武
器
生
產
の
管
理
機
�
を
%
ら
か
に
し
た
の
は
︑
佐
原
康
夫
で
あ
り

︹
佐
原
一
九
八
四
︺
︑
後
に
さ
ら
に
三
晉
の
詳
細
な
檢
討
を
行
っ
た
の
が
下
田
U
の
著
書
で
あ
る
︹
下
田
二
〇
〇
八
︺
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
論
�
に

は
燕
國
の
も
の
は
な
か
っ
た
︒
江
村
治
樹
は
︑
春
秋
時
代
か
ら
戰
國
時
代
の
銅
戈
・
戟
の
	
年
と
と
も
に
銘
�
內
容
か
ら
︑
氏
族
單
位
で
武
器

生
產
の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
︑
戰
國
時
代
後
T
+
の
刻
�
に
見
ら
れ
る
宰
相
や
王
に
よ
る
管
理
體
制
へ
の
變

を
%
確
に
示
し
︑

燕
の
武
器
銘
に
つ
い
て
も
檢
討
し
て
い
る
︹
江
村
治
樹
一
九
八
〇
︺
︒
同
時
+
︑
筆
者
も
戰
國
七
雄
の
戈
・
戟
・
矛
を
中
心
と
し
た
武
器
の
	
年

と
と
も
に
武
器
銘
の
變
�
か
ら
國
別
の
政
治
體
制
と
り
わ
け
中
央
集
權

の
實
態
を
考
え
よ
う
と
し
た
︹
宮
本
一
九
八
五
︺
︒
こ
の
論
�
で
は
︑

江
村
と
同
じ
よ
う
に
燕
國
の
鑄
銘
を
も
つ
靑
銅
武
器
の
分
析
を
行
っ
た
︒
兩
者
は
︑
燕
昭
王
か
ら
王
喜
ま
で
の
變

の
中
で
惠
王
と
武
成
王
の

銘
�
の
位
置
づ
け
を
衣
に
す
る
も
の
の
︑
戰
國
後
+
に
お
け
る
燕
國
の
靑
銅
武
器
と
い
う
1
味
で
は
位
置
づ
け
を
同
じ
く
し
て
い
る
︒
む
し
ろ

筆
者
は
武
器
の
形
態
と
呼
稱
が
X
一
〇
〇
年
閒
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
武
器
に
職
掌
が
示
さ
れ
た
も
の
と
し
︑
こ
れ
を
燕
王
の
親
衞
Z

を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
中
央
集
權


な
常
備
軍
の
存
在
を
考
え
た
︒
そ
れ
が
始
ま
る
の
が
燕
の
易
王
以
影
の
王
名
を
名
乘
り
始
め
た
段
階
で
あ

り
︑
組
織


に
軍
Z
の
職
掌
が
確
立
す
る
の
が
昭
王
代
で
あ
る
と
考
え
た
︒
そ
の
時
+
こ
そ
︑
王
權
の
確
立
と
常
備
軍
さ
ら
に
は
中
央
集
權


が
確
立
し
た
こ
と
を
1
味
し
て
お
り
︑
そ
の
段
階
に
燕
山
以
北
に
燕
の
五
郡
と
い
う
郡
縣
制
が
始
ま
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
中
央
集
權

を

示
す
も
の
と
し
て
︑
國
別
の
度
量
衡
の
制
定
が
み
ら
れ
る
が
︑
江
村
治
樹
は
陶
�
か
ら
そ
の
實
態
に
[
っ
て
い
る
︹
江
村
二
〇
〇
〇
︺
︒
ま
た
︑

貨
\
の
國
別
の
發
(
や
管
理
・
生
產
に
關
し
て
も
江
村
治
樹
の
論
考
︹
江
村
二
〇
一
一
︺
が
あ
り
︑
戰
國
時
代
の
貨
\
の
實
態
が
復
元
さ
れ
た
︒

こ
う
し
て
︑
燕
の
中
央
集
權

や
郡
縣
制
の
一
端
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

一
方
︑
筆
者
は
︑
燕
下
都
を
中
心
と
す
る
燕
墓
の
靑
銅
器
	
年
や
副
葬
陶
器
	
年
を
行
う
こ
と
に
よ
り
︑
燕
の
墓
葬
	
年
を
確
立
し
た
︒
さ

ら
に
︑
燕
國
の
墓
葬
の
分
布


な
廣
が
り
や
燕
系
靑
銅
器
や
燕
系
陶
器
の
廣
が
り
を
時
空


に
%
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
春
秋
後
+
～
戰
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國
時
代
の
燕
の
領
域
の
擴
大
を
示
し
た
︹
宮
本
一
九
九
一
・
二
〇
〇
〇
︺
︒
そ
の
結
果
︑
こ
れ
ま
で
�
獻
記
載
に
よ
っ
て
燕
の
領
域
擴
大
を
紀
元

�
三
〇
〇
年
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
か
ら
︑
燕
山
を
超
え
た
遼
西
西
部
へ
の
領
域
擴
大
が
紀
元
�
六
～
五
世
紀
に
u
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
%
ら
か
と
な
っ
た
︹
宮
本
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
七
︺
︒

'
年
︑
遼
西
・
遼
東
な
ど
從
來
遼
寧
式
銅
劍
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
北
方
靑
銅
器
�

圈
で
あ
っ
た
地
域
に
︑
灰
陶
で
あ
る
燕
系
陶
器
が
副
葬

さ
れ
る
墓
葬
例
が
增
え
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
遼
寧
省
�
陽
市
袁
臺
子
墓
地
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市
_
物
館
二
〇
一
〇
︺
が
そ
れ
に
該

當
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
燕
が
領
域
を
擴
大
し
て
い
く
燕
山
以
北
の
燕
系
副
葬
陶
器
の
年
代


位
置
づ
け
か
ら
︑
燕
墓
の
擴
大
を
示
す
こ
と
に
よ

り
︑
燕
の
東
方
�
出
を
再
檢
討
し
た
い
︒

ま
た
︑
北
方
系
靑
銅
器

(遼
寧
式
銅
劍
)
と
燕
系
靑
銅
器
が
共
a
す
る
遼
寧
省
円
昌
縣
東
大
�
子
墓
地
を
中
心
と
す
る
副
葬
品
內
容
か
ら
︑

燕
の
東
方
�
出
に
先
立
っ
て
︑
遼
西
西
部
に
お
け
る
燕
の
閒
接
荏
�
の
可
能
性
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
︹
宮
本
二
〇
〇
七
︺
︒
本
稿
で
は
︑
東
大

�
子
;
跡
の
發
掘
b
査
槪
報
が
出
版
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て(6

)
︑
東
大
�
子
の
副
葬
品
內
容
を
再
檢
討
す
る
こ
と
︹
宮
本
二
〇
一
七
︺
に
よ
り
︑

こ
の
段
階
の
燕
と
北
方
民
と
の
關
係
を
再
考
し
て
み
た
い
︒

さ
ら
に
︑
'
年
で
は
燕
の
副
葬
靑
銅
器
や
副
葬
陶
器
を
檢
討
し
た
石
川
岳
彥
の
一
聯
の
論
考
が
擧
げ
ら
れ
る
︹
石
川
二
〇
〇
一
・
二
〇
一
七
︺
︒

そ
の
燕
國
の
靑
銅
器
や
陶
器
の
相
對
	
年
は
基
本


に
は
著
者
の
も
の
と
一
致
す
る
が
︑
一
方
で
武
器
を
中
心
と
す
る
年
代
觀
に
筆
者
と
の
差

e
を
見
せ
て
い
る
︹
石
川
二
〇
一
七
︺
︒
そ
れ
は
燕
侯
載
の
靑
銅
器
を
戰
國
時
代
�
+
の
燕
成
公
時
+
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
燕
の
遼

東
ま
で
の
東
方
�
出
を
紀
元
�
四
世
紀
代
に
u
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
ひ
い
て
は
�
鮮
T
島
や
日
本
列
島
へ
の
鐵
器
の
傳
播
年
代
を
u
ら
せ
る

も
の
で
あ
る
︒
特
に
︑
西
日
本
に
鐵
器
が
出
現
す
る
彌
生
�
+
末
・
中
+
初
頭
の
年
代
を
三
五
〇
年
頃
と
す
る
學
說
︹
f
尾
二
〇
〇
九
︺
を
g

<
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
で
石
川
が
示
し
た
靑
銅
戈
の
年
代
觀
に
は
承
h
し
が
た
い
點
が
あ
る
︒
特
に
︑
燕
に
お
け
る
中

央
集
權

と
東
方
�
出
の
問
題
を
考
え
る
際
に
︑
燕
の
東
方
�
出
の
絕
對
年
代
は
︑
歷
�


k
價
に
お
い
て
大
き
な
差
衣
を
生
み
出
す
も
の
で

あ
り
︑
整
合


な
年
代
觀
を
示
す
必
l
が
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
靑
銅
武
器
の
型
式
學


變

か
ら
︑
再
度
︑
武
器
の
年
代
觀
を
示
し
︑
確
實
な
燕
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の
東
方
�
出
の
m
8
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
︒
ま
た
︑
陶
量
器
の
型
式
變

と
陶
�
內
容
と
の
對
應
か
ら
︑
=
稅
な
ど
中
央
集
權

の
m
8
を

示
す
こ
と
に
よ
り
︑
燕
の
東
方
�
出
と
郡
縣
制
な
ど
の
中
央
集
權

の
因
果
關
係
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
︒

第
二
違

遼
西
に
お
け
る
燕
系
靑
銅
彜
器
と
靑
銅
武
器
の
	
年


位
置
づ
け

(一
)
遼
西
に
お
け
る
燕
系
靑
銅
彜
器
の
	
年

筆
者
は
︑
燕
下
都
の
東
周
代
墓
葬
の
副
葬
靑
銅
彜
器
	
年
や
副
葬
土
器
	
年
を
中
心
と
し
た
墓
葬
	
年
を
示
し
て
き
た
︹
宮
本
一
九
九
一
・
二

〇
〇
〇
︺
︒
'
年
で
は
︑
燕
山
を
超
え
た
遼
西
地
域
に
お
い
て
も
︑
円
昌
縣
東
大
�
子
で
燕
系
靑
銅
彜
器
や
燕
系
副
葬
陶
器
が
出
土
し
︑
�
陽

市
袁
臺
子
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市
_
物
館
二
〇
一
〇
︺
や
遼
陽
市
徐
n
子
戰
國
墓
︹
雛
寶
庫
・
盧
治
萍
・
馬
𠦄
二
〇
一
七
︺
で
燕
系
副
葬

陶
器
が
出
土
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
	
年


な
位
置
づ
け
を
︑
ま
ず
嘗
て
行
っ
た
副
葬
靑
銅
器
	
年
や
副
葬
土
器
	
年
に
基
づ
い
て
行
っ
て
お

き
た
い
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
燕
の
地
域
荏
�
の
擴
大
の
實
年
代
を
確
<
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

東
大
�
子
で
は
木
槨
墓
の
墓
壙
を
礫
で
閏
填
す
る
封
石
墓
と
呼
ば
れ
る
在
地


な
墓
制
が
あ
り
︑
こ
れ
は
北
方
系
靑
銅
器
�

の
夏
家
店
上

層
の
石
槨
墓
の
系
瓜
を
引
く
墓
葬
で
あ
る
︒
被
葬
者
は
遼
寧
式
銅
劍
を
も
つ
北
方
系
靑
銅
器
�

の
民
族
で
あ
り
な
が
ら
︑
燕
系
靑
銅
彜
器
を

も
副
葬
品
に
持
っ
て
い
る
︒
東
大
�
子
45
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ｃ
︺
や
東
大
�
子

11
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
局
二
〇
一
五
︺
で
a
出
す
る
遼
寧
式
銅
劍
は
︑
突
9
が
か
す
か
に
殘
る
2
ａ

式
銅
劍
で
あ
る
︹
宮
本
二
〇
〇
八
︺
︒
こ
う
し
た
遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
に
燕
系
靑
銅
彜
器
の
鼎
︑
壺
︑
豆
な
ど
が
a
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
東
大
�

子
5
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
局
二
〇
一
五
︺
で
は
︑
突
9
が
完
q
に
r
失
し
た
遼
寧
式
銅
劍
2
ｂ
式

︹
宮
本
二
〇
〇
八
︺
に
靑
銅
彜
器
の
敦
が
共
a
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
先
の
東
大
�
子
の
も
の
よ
り
後
出
す
る
も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
凌
源
縣

三
官
甸
墓
地
︹
遼
寧
省
_
物
館
一
九
八
五
︺
出
土
の
靑
銅
彜
器
の
鼎
は
戰
國
�
+
の
紀
元
�
五
世
紀
後
T
の
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
墓
地
か
ら
北
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方
系
の
遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
が
出
土
し
て
い
る
も
の
の
︑
墓
葬
單
位
で
の
共
a
關
係
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
営
が
な
く
︑
同
時
+
で
あ
る
か
は

不
%
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
內
︑
墓
葬
單
位
で
の
確
實
な
共
a
關
係
が
わ
か
っ
て
い
る
東
大
�
子
墓
地
の
一
括
;
物
を
中
心
に
︑
ま
ず
靑
銅
彜
器
の
	
年


位

置
づ
け
を
行
っ
て
お
き
た
い

(圖
1
)
︒
こ
の
墓
地
で
�
も
古
い
段
階
の
靑
銅
彜
器
は
東
大
�
子
45
號
墓
の
靑
銅
彜
器
群

(圖
1
-
1
～
3
)
で
あ

り
︑
河
北
省
t
山
市
賈
各
莊
18
號
墓
︹
安
志
敏
一
九
五
三
︺
と
い
っ
た
紀
元
�
六
世
紀
後
T
の
特
=
を
示
し
て
い
る
︒
一
方
︑
東
大
�
子
11
號
墓

の
靑
銅
彜
器

(同
4
・
5
)
は
一
段
階
怨
し
い
傾
向
を
示
し
︑
北
京
市
u
縣
中
趙
甫
︹
8
長
怨
一
九
八
五
︺
や
河
北
省
易
縣
燕
下
都
31
號
墓
︹
河

北
省
�

局
�
物
工
作
Z
一
九
六
五
︺
な
ど
の
紀
元
�
五
世
紀
�
T
の
特
=
を
示
す
︒
東
大
�
子
45
號
墓
と
11
號
墓
の
鼎
や
壺
を
比
�
す
る
と
︑

11
號
墓
の
方
が
45
號
墓
よ
り
型
式
學


に
若
干
怨
し
い
傾
向
に
あ
る
︒
鼎
の
場
合
︑
蓋
・
身
と
も
に
圓
圈
帶
を
二
つ
持
つ
同
じ
�
樣
�
成
で
あ

る
が
︑
底
部
の
�
底
部
が
11
號
墓
の
も
の

(同
4
)
が
45
號
墓

(同
1
)
よ
り
狹
く
な
る
と
と
も
に
︑
脚
部
の
獸
形
�
が
r
失
し
て
お
り
︑
怨

し
い
傾
向
を
示
す
︒
ま
た
︑
壺
の
胴
部
の
側
面
形
で
45
號
墓
の
場
合

(同
2
)
︑
v
部
が
張
る
す
な
わ
ち
胴
部
�
大
徑
が
v
部
側
に
あ
る
傾
向

に
あ
る
が
︑
11
號
墓

(同
5
)
で
は
胴
部
�
大
徑
が
v
部
側
か
ら
胴
部
中
央
に
落
ち
て
い
る
︒
東
大
�
子
37
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・

葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ｂ
︺
の
敦

(同
7
)
は
︑
器
形
・
�
樣
と
も
に
11
號
墓
と
同
じ
段
階
の
中
趙
甫
の
敦
と
同
一
で

あ
り
︑
同
段
階
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
燕
の
�
物
が
燕
山
を
超
え
て
現
れ
る
段
階
を
︑
こ
れ
ま
で
何
ら
か
の
燕
の
影
w
を
x
け
る
段
階
と
し
て
﹁
燕

﹂
と
い
う
名
稱

で
︑
そ
の
特
=
を
営
べ
て
き
た
︹
宮
本
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
七
︺
︒
そ
こ
で
︑
燕
山
を
超
え
て
燕
の
靑
銅
彜
器
が
現
れ
る
東
大
�
子
45
號
墓
段
階

を
︑
遼
西
の
燕

第
Ⅰ
段
階
と
名
附
け
る
こ
と
と
し
︑
紀
元
�
六
世
紀
後
T
に
相
當
す
る
︒
一
方
︑
型
式


に
一
段
階
怨
し
い
東
大
�
子
11
號

墓
・
37
號
墓
は
遼
西
の
燕

第
Ⅱ
段
階
と
す
る
こ
と
が
で
き
︑
紀
元
�
五
世
紀
�
T
に
相
當
す
る
︒

こ
れ
に
對
し
東
大
�
子
32
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ａ
︺
は
︑
鼎

(
同
8
)
で
は
身
の

口
緣
部
が
內
傾
す
る
傾
向
に
あ
り
︑
底
部
が
丸
底
で
蓋
の
圓
圈
帶
も
一
つ
に
な
る
な
ど
︑
11
號
墓

(
同
4
)
よ
り
さ
ら
に
怨
し
い
傾
向
を
示
し
︑
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(1〜3 東大�子 45號墓、4〜6 東大�子 11號墓、7東大�子 37 號墓、8・9東大�子 32號墓、10東

大�子 5號墓)

圖 1 燕山以北の燕系靑銅器の	年 (縮尺 1/10)



紀
元
�
五
世
紀
後
T
の
特
=
を
示
し
て
い
る
︒
壺

(同
9
)
も
胴
部
�
大
徑
が
よ
り
下
T
部
に
お
り
て
お
り
︑
11
號
墓

(同
5
)
よ
り
怨
し
い

傾
向
を
示
し
︑
燕
下
都
西
貫
城
村
9
號
5
居
址
14
號
墓
︹
河
北
省
�
物
硏
究
�
一
九
九
六
ａ
︺
段
階
に
相
當
し
︹
宮
本
一
九
九
一
・
二
〇
〇
〇
︺
︑
紀

元
�
五
世
紀
後
T
の
も
の
で
あ
る
︒
東
大
�
子
5
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
局
二
〇
一
五
︺
の
敦

(同
10
)

は
37
號
墓
の
敦

(同
7
)
に
比
べ
側
面
形
が
長
卵

し
か
つ
�
樣
が
1
匠

し
て
お
り
︑
37
號
墓
の
も
の
よ
り
怨
し
い
型
式
で
あ
る
︒
こ
の
段

階
は
燕

第
Ⅲ
段
階
で
あ
り
︑
紀
元
�
五
世
紀
後
T
に
相
當
す
る
︒
さ
ら
に
重
l
な
こ
と
は
︑
遼
西
の
在
地
系
の
封
石
墓
に
お
い
て
燕
系
の
靑

銅
彜
器
は
こ
の
段
階
ま
で
し
か
<
め
ら
れ
な
い
︒
こ
の
段
階
以
影
に
は
靑
銅
彜
器
が
a
出
し
な
く
な
る
點
が
︑
�
目
さ
れ
る
︒

(二
)
遼
西
に
お
け
る
靑
銅
武
器
の
	
年

こ
の
よ
う
な
靑
銅
彜
器
の
	
年
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
そ
の
他
の
靑
銅
武
器
	
年
と
の
相
對
關
係
を
考
え
て
み
た
い
︒
ま
ず
在
地
系
の
遼
寧
式

銅
劍
な
ら
び
に
遼
西
型
銅
戈
の
型
式
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う

(圖
2
)
︒

遼
西
燕

第
Ⅰ
段
階
の
東
大
�
子
45
號
墓
の
遼
寧
式
銅
劍

(圖
2
-3
)
は
︑
旣
に
営
べ
た
よ
う
に
︑
銅
劍
の
突
9
部
が
か
す
か
に
殘
る
遼
寧

式
銅
劍
2
ａ
式
段
階
で
あ
る
︒
一
方
︑
一
段
階
怨
し
い
段
階
と
考
え
る
東
大
�
子
11
號
墓
も
遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
の
特
=
を
示
し
て
い
る

(同

6
)
︒
遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
は
︑
山
東
省
杏
家
莊
2
號
墓
で
齊
國
副
葬
陶
器
と
共
a
し
て
い
る
︒
齊
國
副
葬
陶
器
の
年
代
か
ら
遼
寧
式
銅
劍
2

ａ
式
は
春
秋
後
+
�
T
の
紀
元
�
六
世
紀
後
T
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
︹
宮
本
二
〇
〇
六
︺
︑
そ
の
年
代
を
遲
く
と
も
紀
元
�
五
〇
〇
年
頃
と

考
え
た
︹
宮
本
二
〇
〇
八
︺
︒
東
大
�
子
墓
地
の
靑
銅
彜
器
の
年
代
觀
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
︑
遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
は
紀
元
�
六
世
紀
後

T
か
ら
五
世
紀
�
T
の
幅
を
持
つ
こ
と
に
な
り
︑
杏
家
莊
2
號
墓
の
年
代
を
紀
元
�
六
世
紀
後
T
頃
と
考
え
る
こ
と
と
は
矛
盾
が
な
い
︒
む
し

ろ
東
大
�
子
45
號
墓
や
杏
家
莊
2
號
墓
の
年
代
か
ら
は
︑
遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
の
上
限
年
代
を
紀
元
�
五
〇
〇
年
か
ら
若
干
引
き
上
げ
て
紀
元

�
六
世
紀
後
T
に
存
在
す
る
と
い
う
當
初
の
考
え
方
を
支
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

一
方
︑
靑
銅
敦
か
ら
遼
西
燕

第
Ⅲ
段
階
で
あ
る
と
し
た
東
大
�
子
5
號
墓
は
︑
遼
寧
式
銅
劍
の
突
9
部
が
完
q
に
r
失
し
︑
膨
ら
ん
だ
關
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(1〜3 東大�子 45號墓、4〜6 東大�子 11號墓、7・8東大�子 5號墓、9〜12于z� 1號墓)

圖 2 燕山以北の靑銅武器の	年 (縮尺 戈 1/8、劍 1/10)



部
か
ら
直
線


に
{
部
が
鋒
部
に
向
け
て
|
び
る
も
の

(同
8
)
が
出
土
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
銅
劍
型
式
を
遼
寧
式
銅
劍
2
ｂ
式
と
呼
ん

で
お
り
︹
宮
本
二
〇
〇
八
︺
︑
紀
元
�
五
世
紀
後
T
に
相
當
す
る
︒
共
a
關
係
は
不
%
で
あ
る
が
︑
紀
元
�
五
世
紀
後
T
の
鼎
が
出
土
し
た
三
官

甸
墓
地
か
ら
は
︑
型
式


に
古
い
遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
が
出
土
し
て
お
り
︑
燕

第
Ⅲ
段
階
の
實
年
代
を
一
定
8
度
荏
持
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
同
じ
よ
う
な
遼
寧
式
銅
劍
2
ｂ
式

(同
11
)
が
遼
寧
省
円
昌
縣
于
z
�
1
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円

昌
縣
�
管
�
二
〇
〇
六
︺
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
東
大
�
子
5
號
墓
の
遼
寧
式
銅
劍
2
ｂ
式

(同
8
)
に
比
べ
︑
鋒
部
が
銅
劍
T
ば

ま
で
|
び
る
と
と
も
に
︑
脊
の
稜
線
が
莖
側
に
伸
び
︑
か
つ
關
の
膨
ら
み
が
東
大
�
子
5
號
墓
よ
り
�
ま
り
銅
劍
q
體
が
よ
り
直
{

す
る
な

ど
︑
よ
り
怨
し
い
傾
向
を
帶
び
て
い
る
︒
于
z
�
1
號
墓
の
遼
寧
式
銅
劍
2
ｂ
式
は
︑
東
大
�
子
2
號
墓
の
も
の
と
型
式
差
を
示
し
︑
時
閒
軸

上
怨
し
い
段
階
の
も
の
で
あ
る
︒
從
っ
て
︑
こ
れ
を
一
段
階
怨
し
い
燕

第
Ⅳ
段
階
に
位
置
づ
け
︑
紀
元
�
四
世
紀
�
T
と
考
え
る
︒

同
じ
く
在
地
系
の
靑
銅
武
器
で
あ
る
遼
西
型
銅
戈
も
︑
燕

第
Ⅰ
段
階
の
東
大
�
子
45
號
墓
と
第
Ⅱ
段
階
の
11
號
墓
か
ら
出
土
し
て
い
る
︒

遼
西
型
銅
戈
の
	
年
は
'
年
怨
た
に
�
目
さ
れ
た
北
方
靑
銅
器
で
あ
る
が
︑
基
本


な
型
式
變

の
方
向
性
は
︑
上
下
闌
の
�

傾
向
と
�
の

發
(
と
い
う
2
側
面
が
み
ら
れ
る
︹
小
林
二
〇
〇
八
︺
︒
さ
ら
に
こ
の
變

の
方
向
性
に
從
っ
て
︑
遼
東
を
經
由
し
て
�
鮮
T
島
で
細
形
銅
戈
へ

と
變

し
て
い
く
︒
さ
て
︑
燕

第
Ⅰ
段
階
の
東
大
�
子
45
號
墓
と
燕

第
Ⅱ
段
階
の
11
號
墓
の
遼
西
型
銅
戈
を
比
�
す
る
と
︑
45
號
墓
の
遼

西
型
銅
戈
の
上
闌
・
下
闌
が
尖
り
關
部
も
發
(
し
て
い
る
の
に
對
し

(同
2
)
︑
11
號
墓
の
も
の
は
關
部
が
幅
狹
に
な
る
と
と
も
に
反
對
に
�

が
鋒
部
側
に
|
び
て
お
り

(同
5
)
︑
時
+


な
變

を
%
瞭
に
示
し
て
い
る
︒
燕

第
Ⅰ
段
階
と
第
Ⅱ
段
階
の
遼
西
型
銅
戈
は
︑
東
大
�
子

45
號
墓
と
11
號
墓
に
お
い
て
︑
靑
銅
彜
器
と
同
樣
に
型
式
差
あ
る
い
は
時
+
差
を
示
し
て
い
る
︒
燕

第
Ⅳ
段
階
と
し
た
于
z
�
1
號
墓
の
遼

西
型
銅
戈

(同
10
)
は
︑
東
大
�
子
11
號
墓
の
遼
西
型
銅
戈
に
比
べ
︑
�
が
よ
り
鋒
部
側
に
|
び
る
と
と
も
に
大
型

し
て
お
り
︑
型
式


に

怨
し
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
︒
遼
西
型
銅
戈
の
型
式
差
か
ら
も
︑
燕

第
Ⅱ
段
階
と
第
Ⅳ
段
階
は
%
瞭
に
區
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

一
方
︑
a
出
す
る
中
原
系
の
靑
銅
戈
に
關
し
て
は
︑
燕

第
Ⅰ
段
階
の
東
大
�
子
45
號
墓

(同
1
)
か
ら
燕

第
Ⅳ
段
階
の
于
z
�
1
號
墓

の
靑
銅
戈

(同
9
)
に
お
い
て
︑
%
瞭
な
型
式
差
は
<
め
ら
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
二
つ
の
銅
戈
に
は
上
闌
部
分
が
や
や
尖
る
傾
向
に
あ
る
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が
︑
こ
う
し
た
形
態


な
特
=
は
燕
下
都
31
號
墓
︹
河
北
省
�

局
�
物
工
作
Z
一
九
六
五
︺
な
ど
に
も
<
め
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
特
=
は
春

秋
�
+
の
特
=
を
示
す
河
北
省
懷
來
甘
子
堡
3
・
8
號
墓
な
ど
の
北
方
系
墓
地
の
中
原
系
靑
銅
戈
に
お
い
て
も
<
め
ら
れ
る
︹
�
鉉
承
二
〇
一

七
︺
︒
さ
ら
に
陝
西
省
鳳
 
縣
高
莊
18
號
墓
な
ど
に
も
み
ら
れ
︑
北
方
靑
銅
器
と
接
す
る
中
原
北
邊
域
の
長
城
地
帶
に
廣
が
る
中
原
系
銅
戈
の

特
=
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
特
=
は
︑
燕
山
地
域
の
北
方
系
靑
銅
器
に
a
う
中
原
系
銅
戈
の
特
=
で
あ
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
後
に
議
論
す
る
燕
の
鑄
�
銘
�
を
持
っ
た
典
型


な
燕
系
靑
銅
戈
は
︑
�
鉉
承
も
旣
に
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
︑
燕
山
を
超
え
た
遼
西
・
遼
東
の
墓
葬
で
は
發
見
さ
れ
て
い
な
い
︹
�
鉉
承
二
〇
一
七
︺
︒

第
三
違

燕
系
副
葬
陶
器
の
	
年


位
置
づ
け

以
上
の
靑
銅
彜
器
・
靑
銅
武
器
の
	
年


な
位
置
づ
け
に
基
づ
き
︑
遼
西
・
遼
東
に
お
け
る
燕
系
陶
器
の
	
年


な
位
置
づ
け
を
行
っ
て
み

た
い

(圖
3
)
︒

遼
寧
式
銅
劍
2
ａ
式
が
a
出
す
る
東
大
�
子
20
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ａ
︺
は
燕


第
Ⅰ
・
Ⅱ
段
階
で
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
は
そ
の
段
階
の
燕
系
灰
陶
の
無
蓋
豆

(圖
3
-1
)
が
<
め
ら
れ
る
︒
%
確
な
燕
系
副
葬
陶
器
の
出
現
は
︑

燕

第
Ⅲ
段
階
の
東
大
�
子
5
號
墓
の
壺

(同
2
)
な
ど
に
<
め
ら
れ
る
︒
壺
の
胴
部
�
大
徑
は
胴
部
中
央
附
'
に
<
め
ら
れ
︑
こ
の
時
+
の

燕
系
靑
銅
壺
と
ほ
ぼ
同
じ
樣
式


な
特
=
を
示
し
て
い
る
︒
何
よ
り
も
壺
の
表
面
に
描
か
れ
る
虎
な
ど
の
動
物
�
は
%
確
に
燕
系
の
副
葬
陶
器

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
遼
寧
式
銅
劍
2
ｂ
式
の
型
式
差
か
ら
紀
元
�
四
世
紀
�
T
と
考
え
た
燕

第
Ⅳ
段
階
の
于
z
�
1
號
墓
か
ら
は

 
蓋
豆

(同
5
)
と
無
蓋
豆

(同
4
)
︑
短
頸
壺
が
出
土
し
て
い
る
︒
無
蓋
豆
は
燕

第
Ⅰ
・
Ⅱ
段
階
の
東
大
�
子
20
號
墓
の
も
の

(
同
1
)
よ

り
脚
部
が
低
く
︑
杯
部
も
よ
り
小
型

し
て
い
る
︒
 
蓋
豆
は
燕
下
都
西
貫
城
村
9
號
5
居
址
8
號
墓
や
18
號
墓
の
 
蓋
豆
と
同
じ
型
式


な

特
=
を
示
し
︹
宮
本
二
〇
〇
〇
︺
︑
紀
元
�
四
世
紀
�
T
に
位
置
づ
け
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒
東
大
�
子
34
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島

市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ｂ
︺
の
壺

(同
3
)
は
︑
虎
線
�
が
描
か
れ
る
典
型


な
燕
系
灰
陶
壺
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
燕

第
Ⅲ
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(1 東大�子 20 號墓、2 東大�子 5號墓、3 東大�子 34號墓、4・5于z� 1號墓、6〜10東大�子 40

號墓、11〜13徐n子、14〜17東大�子 47 號墓)

圖 3 燕山以北の燕系副葬陶器の	年 (縮尺 1/20)



段
階
の
同
じ
く
虎
線
�
が
描
か
れ
る
東
大
�
子
5
號
墓
の
壺
よ
り
胴
部
が
球
形

し
て
お
り
︑
年
代


に
怨
し
い
燕

第
Ⅳ
段
階
の
も
の
で
あ

り
︑
燕
下
都
灰
東
村
2
號
墓
と
同
じ
型
式
で
あ
り
︑
紀
元
�
四
世
紀
�
T
に
相
當
す
る
︹
宮
本
二
〇
〇
〇
︺
︒
こ
の
よ
う
に
燕

第
Ⅳ
段
階
ま
で

は
︑
北
方
系
靑
銅
器
�

の
系
瓜
を
引
く
遼
寧
式
銅
劍
2
ｂ
式
や
在
地
の
靑
銅
器
で
あ
る
遼
西
型
銅
戈
と
と
も
に
燕
系
の
灰
陶
が
a
出
す
る
︒

す
な
わ
ち
在
地
系
の
集
團
が
燕
と
の
關
係
の
中
か
ら
燕
系
の
�
物
を
入
手
す
る
段
階
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

一
方
︑
燕

第
Ⅴ
段
階
は
東
大
�
子
40
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
吉
林
大
學
邊
疆
考
古
硏
究
中
心
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理

�
二
〇
一
四
ａ
︺
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
燕
下
都
の
墓
葬
に
見
ら
れ
る
副
葬
陶
器
と
器
種
や
型
式
が
同
じ
も
の
が
出
土
す
る
段
階
で
あ
る
︒
さ

ら
に
在
地
系
の
封
石
墓
で
は
な
く
︑
燕
と
同
じ
木
槨
�
�
か
ら
な
る
墓
制
で
あ
る
︒
東
大
�
子
40
號
墓
は
︑
燕
下
都
29
號
墓
の
副
葬
陶
器
と
樣

式


に
も
類
似
す
る
が
︑
と
り
わ
け
東
大
�
子
40
號
墓
の
鼎

(同
6
)
と
燕
下
都
29
號
墓
の
鼎
は
同
一
型
式
で
同
段
階
で
あ
る
︒
燕

Ⅴ
段
階

は
燕
下
都
29
號
墓
と
同
じ
紀
元
�
四
世
紀
後
T
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
︹
宮
本
二
〇
〇
〇
︺
︒
こ
の
段
階
か
ら
東
大
�
子
墓
地
に
お
い
て
も
40
號

墓
の
木
槨
墓
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
%
確
な
燕
國
墓
が
始
ま
る
段
階
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
燕

第
Ⅵ
段
階
は
遼
陽
市
徐
n
子
︹
雛
寶
庫
・
盧
治
萍
・
馬
𠦄
二
〇
一
七
︺
に
み
ら
れ
︑
紀
元
�
四
世
紀
末
～
紀
元
�
三
世
紀
初
頭

に
相
當
す
る
︒
こ
れ
は
︑
紀
元
�
三
二
七
～
三
一
三
年
在
位
の
中
山
王
広
墓
︹
河
北
省
�
物
硏
究
�
一
九
九
六
ｂ
︺
の
副
葬
陶
器
と
型
式


な
類

似
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
︒
徐
n
子
の
壺
や
豆

(同
12
・
13
)
は
燕

Ⅴ
段
階
の
東
大
�
子
40
號
墓
よ
り
も
q
體


に
�

傾
向
を
示
し
︑
型
式



に
よ
り
怨
し
い
段
階
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
段
階
は
︑
燕
山
以
北
に
五
郡
が
設
置
さ
れ
る
郡
縣
制
が
施
行
さ
れ
た
紀
元
�
三
〇

〇
年
頃
の
段
階
に
相
當
す
る
︒
徐
n
子
の
墓
葬
�
�
は
不
%
で
あ
る
が
︑
副
葬
陶
器
の
內
容
は
ま
さ
に
燕
そ
の
も
の
で
あ
り
︑
遼
東
郡
治
は
遼

陽
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
︑
燕
の
遼
東
郡
の
設
置
と
聯
動
し
た
燕
墓
の
出
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

燕

第
Ⅵ
段
階
よ
り
さ
ら
に
怨
し
い
副
葬
陶
器
を
示
す
の
が
︑
東
大
�
子
47
號
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
吉
林
大
學
邊
疆
考
古
硏
究
中
心
・

葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ｂ
︺
で
あ
る
︒
木
槨
墓
で
あ
り
︑
副
葬
陶
器
は
鼎
︑
 
蓋
豆
︑
簋
︑
方
壺

(同
14
～
17
)
な
ど
の

燕
の
副
葬
陶
器
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
︑
燕
墓
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
鼎
な
ど
燕

第
Ⅵ
段
階
よ
り
怨
し
い
傾
向
を
示
し
︑
副
葬
陶
器
の
內
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容
は
燕
下
都
の
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
︹
河
北
省
�
物
硏
究
�
一
九
九
六
ａ
︺
に
類
似
し
︑
紀
元
�
三
世
紀
代
の
特
=
を
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
燕


第
Ⅶ
段
階
と
す
る
こ
と
が
で
き
︑
紀
元
�
三
世
紀
に
相
當
し
︑
燕
山
以
北
の
五
郡
設
置
が
な
さ
れ
た
戰
國
後
+
を
示
し
て
い
る
︒

さ
て
︑
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
に
關
し
て
は
︑
韓
國
の
硏
究
者
を
中
心
に
年
代
を
怨
し
く
見
な
す
考
え
方
が
'
年
多
い
︒
こ
れ
を
戰
國
の
燕
の

墓
で
は
な
く
︑
趙
鎭
先
は
�
漢
初
+
︹
趙
鎭
先
二
〇
〇
九
︺
︑
金
一
圭
は
瓜
一
秦
か
ら
�
漢
初
あ
る
い
は
�
漢
初
+
と
考
え
て
い
る
︹
金
一
圭
二
〇

一
六
︺
︒
そ
の
兩
者
の
根
據
の
一
つ
が
︑
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
出
土
の
金
製
長
方
形
帶
�
板
の
年
代
觀
に
あ
る
︒
こ
の
帶
�
板
を
�
漢
初
+
と

考
え
る
志
賀
和
子
の
說
︹
志
賀
一
九
九
六
・
二
〇
〇
二
︺
に
基
づ
く
の
が
趙
鎭
先
で
あ
り
︑
長
方
形
帶
�
板
の
獨
自
の
	
年
か
ら
辛
莊
頭
墓
區
30

號
墓
の
も
の
を
紀
元
�
三
世
紀
末
か
ら
二
世
紀
初
に
置
く
の
が
金
一
圭
で
あ
る
︒
し
か
し
黃
盛
璋
は
︑
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
の
金
製
長
方
形
帶

�
板
の
刻
�
の
內
容
か
ら
︑
こ
れ
を
趙
の
小
府
庚
工
�
で
作
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
︹
黃
盛
璋
一
九
八
五
︺
︒
'
年
︑
趙
王
陵
2
號
陵
か
ら
金
銅

合
金
の
雙
獸
�
か
ら
な
る
長
方
形
帶
�
板
が
出
土
し
て
お
り
︹
劉
天
鷹
・
陳
斌
二
〇
〇
八
︺
︑
趙
で
は
戰
國
後
+
に
長
方
形
帶
�
板
を
生
產
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
︒
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
の
金
製
長
方
形
帶
�
板
は
︑
戰
國
後
+
の
趙
國
製
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
紀

元
�
三
世
紀
の
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
金
一
圭
は
︑
西
安
北
郊
99
樂
百
氏
34
號
墓
を
紀
元
�
二
世
紀
中
葉
に
下
げ
︑
こ
こ
で
出
土
し
て
い
る
卮

が
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
の
卮
と
同
じ
型
式
で
�
漢
初
+
の
も
の
と
す
る
︹
金
一
圭
二
〇
一
六
︺
︒
し
か
し
︑
西
安
北
郊
99
樂
百
氏
34
號
墓
の
年
代

は
︑
出
土
し
た
土
器
か
ら
す
れ
ば
�
漢
初
+
以
�
で
あ
り
︑
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
の
卮
は
戰
國
後
+
の
長
沙
楚
墓
569
號
墓
に
'
い
も
の
で
あ
り
︑

紀
元
�
三
世
紀
の
も
の
で
も
問
題
は
な
い
︒

辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
の
副
葬
陶
器
は
︑
戰
國
中
+
後
T
の
燕
下
都
九
女
臺
墓
區
16
號
墓
な
ど
に
見
ら
れ
る
西
周
�
+
の
靑
銅
器
を
模
し
た
仿

銅
副
葬
陶
器
か
ら
な
っ
て
お
り
︑
燕
の
復
古


儀
禮
を
示
し
て
い
る
︒
あ
る
い
は
︑
燕
が
周
族
の
姫
姓
と
し
て
燕
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
基
づ
く
西
周
へ
の
囘
歸
を
示
す
も
の
で
あ
る
︹
宮
本
二
〇
〇
〇
︺
︒
西
周
へ
の
復
古


靑
銅
器
は
春
秋
後
+
に
中
原
一
帶
で
見
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
︹
林
一
九
八
〇
︺
が
︑
燕
で
は
春
秋
後
+
の
復
古


靑
銅
儀
禮
が
�
繪
副
葬
陶
器
と
し
て
戰
國
後
T
+
で
盛
ん
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ

は
燕
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
姫
姓
の
燕
が
滅
ん
だ
後
の
瓜
一
秦
以
影
に
繼
續
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
︒
中
央
集
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權

の
�
ん
だ
瓜
一
秦
で
は
︑
そ
う
し
た
舊
制
度
や
因
�
は
禁
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
に
は
︑
第
五
違
で
議
論
す

る
戰
國
後
+
の
﹁
冕
萃
﹂
と
い
う
軍
人
の
職
掌
な
い
し
階
�
を
示
す
Ⅲ
式
銅
戈(9

)
の
%
器
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
︒
被
葬
者
の
出
自
が
こ
う
し
た
戰

國
後
+
の
燕
王
の
軍
事
組
織
の
上
位
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
こ
う
し
た
制
度
や
職
掌
も
瓜
一
秦
以
影
に
存
續
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
︒
以
上
か
ら
︑
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
は
戰
國
後
+
の
紀
元
�
三
世
紀
に
收
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

趙
鎭
先
は
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
を
�
漢
初
+
の
紀
元
�
二
世
紀
初
頭
に
位
置
づ
け
た
た
め
︹
趙
鎭
先
二
〇
〇
〇
九
︺
︑
そ
れ
に
先
行
す
る
副
葬

土
器
を
持
つ
九
女
代
墓
區
16
號
墓
を
紀
元
�
三
世
紀
に
位
置
づ
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︹
趙
鎭
先
二
〇
一
五
︺
︒
し
か
し
九
女
代
墓
區
16
號
墓

の
副
葬
陶
器
で
は
︑
鼎
や
壺
・
 
蓋
豆
が
中
山
國
の
紀
元
�
三
二
八
年
歿
の
成
侯
墓
︹
河
北
省
�
物
硏
究
�
二
〇
〇
五
︺
や
紀
元
�
三
一
三
年
歿

の
広
墓
の
副
葬
陶
器
の
型
式
と
類
似
し
て
お
り
︑
樣
式


に
戰
國
中
+
後
T
の
紀
元
�
四
世
紀
後
葉
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
先
に

示
し
た
徐
n
子
の
副
葬
陶
器
は
︑
九
女
代
墓
區
16
號
墓
よ
り
や
や
怨
し
い
傾
向
を
示
し
︑
燕

第
Ⅵ
段
階
を
紀
元
�
四
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
初

頭
に
置
く
こ
と
に
問
題
が
な
い
で
あ
ろ
う
︒

第
四
違

燕
の
領
域
擴
大

(一
)
燕
墓
の
分
布
か
ら
み
た
燕
の
領
域

こ
の
よ
う
な
燕
山
以
北
で
の
靑
銅
器
・
副
葬
陶
器
の
	
年
に
基
づ
き
︑
燕
系
�
物
の
時
空
上
の
廣
が
り
を
考
え
て
み
た
い
︒
燕

の
段
階
ご

と
に
燕
墓
あ
る
い
は
燕
系
靑
銅
彜
器
・
燕
系
副
葬
陶
器
を
も
っ
た
墓
葬
の
分
布
を
︑
圖
4
に
表
す
こ
と
に
よ
り
︑
燕
の
領
域
の
擴
大
を
示
す
こ

と
に
し
た
い
︒

燕

第
Ⅰ
・
Ⅱ
段
階
の
紀
元
�
六
世
紀
後
T
～
五
世
紀
�
T
に
は
︑
燕
の
都
で
あ
る
現
在
の
北
京
の
薊
や
副
都
で
あ
る
燕
下
都
周
邊
に
燕
墓

が
<
め
ら
れ
る
が
︑
さ
ら
に
燕
山
山
�
に
は
︑
河
北
省
三
河
縣
雙
村
1
號
墓
・
大
t
廽
1
號
墓
︹
�
坊
地
區
�
物
管
理
�
・
三
河
縣
�

館
一
九
八
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(●燕系靑銅彜器出土墓、■燕墓)

圖 4 - 1 燕系靑銅彜器出土墓・燕墓の東方�出 (1)



七
︺
︑
河
北
省
�
西
縣
大
黑
汀
1
號
墓
︹
�
鐵
山
・
郭
景
斌
一
九
九
六
︑
t
山
市

�
物
管
理
�
一
九
九
二
︺
が
分
布
し
て
お
り
︑
燕
の
領
域
は
灤
河
下
液
域
ま

で
(
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

(
圖
4
-
1
上
段
)
︒
ま
た
︑

灤
河
上
液
域
の
灤
�
縣
虎
什
哈
炮
臺
山
︹
河
北
省
�
物
硏
究
�
・
承
德
地
區
�


局
・
灤
�
縣
�
物
管
理
�
一
九
八
三
︺
は
山
戎
の
墓
と
し
て
報
吿
さ
れ
て
い

る
が
︑
副
葬
品
の
內
容
は
銅
敦
を
は
じ
め
と
し
て
燕
墓
と
同
じ
內
容
を
示

し
て
い
る
︒
遼
寧
式
銅
劍
な
ど
の
在
地


な
l
素
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
︑

燕
墓
と
見
な
す
︒
紀
元
�
六
世
紀
後
T
～
五
世
紀
�
T
に
か
け
て
燕
山
山

�
を
越
え
た
灤
河
液
域
ま
で
燕
の
領
域

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

同
じ
時
+
︑
灤
河
下
液
域
よ
り
さ
ら
に
東
方
の
遼
寧
省
円
昌
縣
東
大
�

子
で
は
45
號
墓
や
11
號
墓
が
<
め
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
封
石
墓
で
あ
り
︑

遼
寧
式
銅
劍
を
持
つ
北
方
系
靑
銅
器
民
の
墓
制
で
あ
る
が
︑
燕
系
靑
銅
彜

器
を
副
葬
品
に
持
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
靑
銅
彜
器
は
︑
在
地
系
集
團
の

中
で
も
遼
寧
式
銅
劍
・
遼
西
型
銅
戈
な
ど
在
地
首
長
層
に
a
う
副
葬
品
で

あ
り
︑
威
信
財


な
性
格
を
示
し
て
い
る
︒
燕
系
靑
銅
彜
器
は
︑
燕
と
の

つ
な
が
り
を
示
す
こ
と
に
よ
り
︑
地
域
內
で
の
社
會


地
位
を
保
障
す
る

威
信
財
と
な
っ
て
い
る
︒
燕
に
お
い
て
も
階
層
上
位
者
し
か
副
葬
さ
れ
な

い
靑
銅
彜
器
を
持
つ
こ
と
は
︑
燕
か
ら
地
域
首
長
に
提
供
さ
れ
た
威
信
財

で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
燕
は
地
域
首
長
に
靑
銅
彜
器
と
い
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圖 4 - 2 燕系靑銅彜器出土墓・燕墓の東方�出 (2)



う
威
信
財
を
下
賜
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
地
域
首
長
を
介
し
て
こ
の
地
域
を
閒
接


に
荏
�
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
遼
寧
式
銅
劍
の

在
地


な
特
=
を
持
つ
墓
は
︑
円
昌
縣
于
z
�
1
號
墓
の
よ
う
に
燕

第
Ⅳ
段
階
の
紀
元
�
四
世
紀
�
T
ま
で
續
い
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
燕

の
閒
接
荏
�
地
域
は
︑
遼
西
の
西
部
に
(
し
て
い
た

(圖
4
-1
上
段
)
︒

一
方
︑
確
實
に
燕
墓
が
東
大
�
子
に
<
め
ら
れ
る
の
は
︑
燕

第
Ⅴ
段
階
の
紀
元
�
四
世
紀
後
T
で
あ
る
︒
同
じ
時
+
�
陽
市
袁
臺
子
墓
地

で
は
︑
燕
系
の
副
葬
陶
器
を
持
つ
燕
墓
が
出
現
す
る

(圖
4
-
1
下
段
)
︒
袁
臺
子
の
報
吿
書
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市
_
物
館
二
〇
一

〇
︺
で
は
︑
戰
國
燕
墓
は
一
～
三
+
に
分
+
さ
れ
︑
一
+
墓
が
戰
國
中
+
の
早
い
段
階
で
紀
元
�
五
世
紀
末
～
紀
元
�
四
世
紀
中
葉
︑
二
+
墓

が
戰
國
中
+
︑
三
+
墓
が
戰
國
後
+
と
さ
れ
る
︒
戰
國
一
+
墓
と
さ
れ
る
1
號
墓
は
︑
た
と
え
ば
壺
で
み
る
と
︑
胴
部
形
態
が
球
形

し
て
お

り
︑
燕

第
Ⅳ
段
階
と
し
た
東
大
�
子
34
號
墓
よ
り
型
式


に
下
る
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
の
分
析
で
は
︑
燕

Ⅴ
段
階
の
紀
元
�
四
世
紀
後
T

以
影
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
お
お
よ
そ
紀
元
�
四
世
紀
T
ば
頃
に
は
︑
燕
墓
が
遼
寧
省
の
円
昌
や
�
陽
ま
で
廣
が
り
︑
ほ
ぼ
遼
西
に
擴
大

し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

さ
ら
に
︑
地
域


に
擴
大
し
て
燕
墓
が
<
め
ら
れ
る
の
が
︑
燕

第
Ⅵ
・
Ⅶ
段
階
の
紀
元
�
四
世
紀
末
以
影
に
あ
る

(圖
4
-
2
)
︒
遼
陽
郡

治
が
置
か
れ
た
遼
陽
の
徐
n
子
墓
や
瀋
陽
市
南
區
戰
國
墓
︹
金
殿
士
一
九
五
九
︺
は
燕

第
Ⅵ
段
階
の
も
の
で
あ
り
︑
紀
元
�
三
〇
〇
年
頃
の
燕

山
以
北
の
五
郡
設
置
時
+
と
一
致
し
て
い
る
︒
こ
の
他
︑
燕

第
Ⅵ
・
Ⅶ
段
階
の
も
の
と
し
て
は
︑
袁
臺
子
以
外
に
︑
喀
左
縣
大
城
子
眉
眼
�

︹
�
陽
地
區
_
物
館
・
喀
左
縣
�

館
一
九
八
五
︺
︑
赤
峰
市
松
山
區
︹
張
松
柏
一
九
九
六
︺
︑
�
陽
市
王
子
墳
山
墓
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市

_
物
館
一
九
九
七
︺
が
あ
げ
ら
れ
︑
遼
西
・
遼
東
q
域
に
廣
が
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
時
+
の
遼
東
郡
の
東
端
は
︑
%
刀
錢
の
分
布
か
ら
見

て
北
�
鮮
の
淸
川
江
ま
で
廣
が
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
�
漢
初
+
に
な
る
と
︑
�
獻
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
領
域
は
鴨
綠
江

ま
で
後
�
し
て
い
る
︒
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(二
)
燕
の
領
域
擴
大
の
實
年
代

さ
て
︑
こ
の
よ
う
な
燕
の
領
域
の
擴
大
に
あ
っ
て
︑
そ
の
年
代
觀
に
お
い
て
'
年
發
表
さ
れ
た
石
川
岳
彥
の
論
考
︹
石
川
二
〇
一
七
︺
と
差

衣
が
<
め
ら
れ
る
︒
す
で
に
営
べ
た
燕
の
靑
銅
彜
器
や
副
葬
陶
器
の
	
年
や
相
對
年
代
に
お
い
て
は
︑
筆
者
︹
宮
本
一
九
九
一
・
二
〇
〇
〇
︺
と

石
川
の
も
の
︹
石
川
二
〇
一
七
︺
と
は
大
き
く
衣
な
る
こ
と
が
な
い
が
︑
靑
銅
戈
の
年
代
觀
の
e
い
か
ら
	
年
上
の
實
年
代
觀
が
大
き
く
衣
な

る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
﹁
郾
侯
載
﹂
銘
靑
銅
戈

(圖
5
-5
)
の
年
代
觀
の
e
い
か
ら
で
あ
る
︒
從
來
﹁
郾
侯
載
﹂
に
關
し
て
は
︑
郭
沫
若
の

﹁
燕
成
侯
﹂
(紀
元
�
四
四
九
～
四
三
四
年
)
說
︹
郭
沫
若
一
九
五
二
︺
と
陳
夢
家
の
﹁
燕
成
侯

(
紀
元
�
三
五
八
～
三
三
〇
年
)
說
︹
陳
夢
家
一
九
五
五
︺

に
分
か
れ
て
い
る
︒
�
者
の
郭
沫
若
說
は
︑﹃
�
記
﹄
燕
世
家
﹁
成
公
十
六
年
卒
す
︑
湣
公
立
つ
﹂
の
﹃
索
隱
﹄
に
﹁﹃
紀
年
﹄
を
按
ず
る
に
︑

成
侯
名
は
載
な
り
﹂
を
引
い
て
︑﹁
郾
侯
載
﹂
は
燕
成
侯
と
す
る
︒
後
者
の
陳
夢
家
は
︑﹃
三
代
吉
金
�
存
﹄
に
載
る
﹁
郾
侯
載
簋
﹂
の
字
體
が

戰
國
初
年
の
も
の
で
は
な
く
戰
國
中
+
の
も
の
で
あ
る
と
し
︑﹃
竹
書
紀
年
﹄
に
燕
成
公
と
燕
成
侯
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
郾
侯
載
﹂
は
後
者

の
燕
成
侯
と
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
燕
成
侯
が
﹃
�
記
﹄
六
國
年
表
の
﹃
集
解
﹄
の
引
く
﹃
竹
書
紀
年
﹄
に
出
て
く
る
魏
惠
王
十
五
年
の
燕
成
侯

の
こ
と
で
あ
り
︑
魏
惠
王
十
五
年
は
燕
�
公
六
年
に
相
當
す
る
こ
と
か
ら
︑﹁
郾
侯
載
﹂
は
燕
�
公

(
燕
成
侯
)
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑

林
巳
奈
夫
は
﹁
郾
侯
載
﹂
の
靑
銅
器
の
年
代
を
戰
國
中
+
と
考
え
︑
燕
成
侯
と
考
え
た
︹
林
一
九
七
二
︺
︒
筆
者
は
﹁
郾
侯
載
﹂
戈
の
器
形
が
戰

國
中
+
の
も
の
と
考
え
︑
と
り
わ
け
﹁
郾
侯
載
﹂
戈
の
側
闌
の
方
形
區
劃
の
形
態
が
︑
燕
�
公

(
燕
成
侯
)
と
同
時
+
の
秦
の
﹁
大
良
�
鞅
之

�
戟
﹂
に
の
み
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
燕
�
公

(燕
成
侯
)
の
時
+
の
も
の
と
考
え
た
︒
一
方
︑
石
川
岳
彥
は
﹁
燕
侯
載
﹂
銅
豆
が
戰
國
�

+
に
u
る
こ
と
を
第
一
の
根
據
と
し
︑
さ
ら
に
﹁
郾
侯
載
﹂
戈
が
紀
元
�
五
世
紀
後
T
の
靑
銅
鼎
が
出
土
し
た
凌
源
市
三
官
甸
︹
遼
寧
省
_
物

館
一
九
八
五
︺
の
戈
と
類
似
す
る
こ
と
を
第
二
の
根
據
と
し
て
︑﹁
郾
侯
載
﹂
戈
を
燕
成
公
の
紀
元
�
五
世
紀
後
T
に
u
る
と
す
る
︒
し
か
し
︑

石
川
が
営
べ
る
﹁
郾
侯
載
﹂
銅
豆
は
%
確
な
圖
面
で
は
な
く
︑
戰
國
�
+
に
u
る
根
據
と
は
な
ら
ず
︑
む
し
ろ
戰
國
中
+
の
器
形


特
=
を
示

し
て
い
る
︒
ま
た
︑
紀
元
�
五
世
紀
後
T
の
三
官
甸
の
銅
戈
に
﹁
郾
侯
載
﹂
戈
が
類
似
す
る
と
す
る
が
︑
そ
の
%
確
な
型
式
學


根
據
は
示
さ
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(1 東大�子 45號墓、2 東大�子 5號墓、3于z� 1號墓、4 燕下都、5 燕侯載戈、6 燕侯脮戈、7燕

王職戈、8燕下都、9燕下都)

圖 5 燕系靑銅戈の變� (縮尺 1/10)



れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
三
官
甸
で
は
︑
紀
元
�
五
世
紀
後
T
の
銅
鼎
と
石
川
が
類
似
す
る
と
す
る
銅
戈
が
確
實
に
共
a
す
る
か
は
不
%
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
燕
に
お
け
る
靑
銅
戈
の
型
式


な
變

を
示
し
て
か
ら
︑
そ
こ
に
﹁
郾
侯
載
﹂
戈
を
位
置
づ
け
て
そ
の
年
代


な
位
置
を
檢

證
し
て
み
た
い
︒

す
で
に
燕

第
Ⅰ
段
階
か
ら
第
Ⅳ
段
階
に
至
る
遼
西
で
の
靑
銅
戈
の
變
�
を
示
し
た

(
圖
5
-
1
～
3
)
︒
紀
元
�
六
世
紀
後
T
か
ら
四
世
紀

�
T
に
至
る
中
原
式
銅
戈
は
︑
大
き
な
器
形
變

は
示
さ
な
い
が
︑
圖
5
に
あ
る
よ
う
に
燕

第
Ⅰ
・
Ⅱ
段
階
か
ら
戰
國
後
+
に
向
け
て
胡
に

對
し
て
�
が
長
く
な
る
傾
向
に
あ
る
︒
燕
�
公
時
+
と
考
え
る
﹁
郾
侯
載
﹂
戈

(
同
5
)
は
紀
元
�
四
世
紀
後
T
の
第
Ⅴ
段
階
に
位
置
づ
け
る

と
︑
�
が
胡
に
對
し
て
よ
り
長
く
な
っ
て
お
り
︑
變

の
聯
續
性
と
合
理


に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
燕
下
都
北
沈
村
出
土
の
﹁
左
行
議

□
戈
﹂
(同
4
)
は
︑
同
じ
よ
う
な
�
と
胡
の
關
係
を
示
し
︑
こ
の
段
階
と
考
え
ら
れ
る(7

)
︒

す
で
に
燕
の
 
銘
銅
戈
に
關
し
て
は
	
年
を
示
し
て
い
る
が
︹
宮
本
一
九
八
五
︺
︑
燕
易
王

(紀
元
�
三
三
三
～
三
二
一
)
代
と
考
え
る
Ⅱ
ａ
式

戈

(同
6
)
さ
ら
に
燕
昭
王

(紀
元
�
三
一
二
～
二
七
九
)
以
影
の
Ⅱ
ｂ
式
戈
へ
と
變

し
て
い
く
︒﹁
郾
侯
載
﹂
戈
の
Ⅰ
式
か
ら
Ⅱ
ａ
式
︑
Ⅱ
ｂ

式
へ
の
變

は
︑
胡
に
對
し
て
�
が
長
く
な
る
と
い
う
變

の
原
則
の
中
に
あ
り
︑
矛
盾
は
無
い
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
は
上
闌
と
下
闌
の
閒
の
長

方
形
區
劃
帶
で
あ
る
側
闌
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑
同
じ
系
列
の
銅
戈
で
あ
る
︒
Ⅰ
式
か
ら
Ⅱ
ａ
式
に
か
け
て
上
闌
が
三
角
形
に
突
出
し
て
い
た

も
の
か
ら
︑
Ⅱ
ｂ
式
で
は
上
闌
が
方
形
突
9
へ
と
聯
續


な
變

を
示
す
︒
む
し
ろ
石
川
が
考
え
る
よ
う
な
﹁
郾
侯
載
﹂
Ⅰ
式
戈
を
紀
元
�
五

世
紀
後
T
と
い
う
燕

第
Ⅲ
段
階
に
置
く
と
︑
銅
戈
の
變

の
聯
續
性
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
戰
國
�
+
の
靑
銅
武
器
の
銘
�
型

式
か
ら
す
る
と
こ
の
段
階
は
氏
族
名
を
持
つ
こ
と
は
あ
っ
て
も
王
侯
名
や
宰
相
名
の
靑
銅
戈
銘
�
は
存
在
し
な
い
︹
江
村
一
九
八
〇
︑
宮
本
一
九

八
五
︺
︒
王
侯
名
や
宰
相
名
の
靑
銅
戈
銘
�
は
戰
國
中
+
か
ら
出
現
す
る
︒
Ⅰ
式
戈
に
は
︑
著
錄
に
み
ら
れ
る
﹁
郾
侯
載
作
右
軍
﹂
や
燕
下
都

出
土
の
﹁
郾
侯
載
作
币
萃
﹂
︹
中
國
歷
�
_
物
館
考
古
組
一
九
六
二
︺
と
い
う
銘
�
に
︑﹁
右
軍
﹂
や
﹁
币
萃
﹂
と
い
う
職
名
す
な
わ
ち
軍
事
組
織

が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
中
央
集
權


な
軍
事
組
織
は
︑
戰
國
中
+
後
T
以
影
に
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
戰
國
�
+
ま
で
u
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
︒
同
じ
時
+
と
考
え
る
﹁
左
行
議
□
戈
﹂
(同
4
)
は
︑﹁
左
行
議
﹂
と
い
う
職
名
が
示
さ
れ
︑
同
時
+
の
銘
�
體
と
い
う
こ
と
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が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
石
川
の
推
定
へ
の
反
論
か
ら
も
︑﹁
郾
侯
載
﹂
Ⅰ
式
戈

(同
5
)
は
燕
�
公

(
燕
成
侯
)
時
+
で
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
︹
宮
本
一

九
八
五
・
二
〇
〇
〇
︺
に
は
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
燕
墓
が
確
實
に
遼
西
q
域
へ
廣
が
る
の
が
燕

第
Ⅴ
段
階
の
紀
元
�
四
世
紀

後
T
で
あ
り
︑
燕
�
公

(燕
成
侯
)
+
に
相
當
し
て
い
る
︒﹃
戰
國
策
﹄
燕
策
一
・
蘇
秦
將
爲
從
北
說
燕
�
侯
違
や
﹃
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
第
九

で
は
︑
蘇
秦
が
燕
の
�
公
に
燕
の
東
に
は
�
鮮
や
遼
東
が
あ
る
と
営
べ
た
よ
う
に(8

)
︑
燕
�
公

(
燕
成
侯
)
+
に
は
燕
の
領
域
が
遼
西
に
ま
で
(

し
て
い
た
こ
と
が
︑
考
古
學


に
も
燕
墓
の
分
布
の
擴
大
か
ら
<
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
燕
�
公

(燕
成
侯
)
+
は

秦
で
は
商
鞅
に
よ
っ
て
中
央
集
權


な
改
革
が
始
ま
っ
て
い
た
時
+
で
も
あ
り
︑
戰
國
時
代
の
轉
奄
+
で
も
あ
る
︒

第
五
違

燕
の
東
方
�
出
と
中
央
集
權


こ
の
よ
う
な
燕
の
領
域
の
擴
大
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
︒
戰
國
時
+
︑
鑄
�
鐵
器
の
生
產
の
始
ま
り
と
鑄
�
鐵
器
の
脫
炭
處
理
の
開
發
に

よ
り
︑
農
/
具
生
產
の
高
ま
り
が
<
め
ら
れ
る
︹
宮
本
二
〇
一
五
︺
︒
農
/
具
の
發
(
が
土
地
開
發
の
擴
大
を
1
味
し
︑
怨
興
の
農
民
層
や
商
人

な
ど
都
市
5
民
の
出
現
が
豫
想
さ
れ
る
︒
土
地
開
發
の
擴
大
が
遼
西
に
お
け
る
領
域
の
擴
大
と
關
係
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
︒

燕

第
Ⅰ
・
第
Ⅱ
段
階
の
灤
河
液
域
ま
で
の
燕
の
領
域
の
擴
大
さ
ら
に
は
東
大
�
子
な
ど
の
遼
西
西
部
で
の
燕
の
閒
接
荏
�
で
あ
る
︒
こ
れ
ら

は
農
/
具
の
鐵
器

に
a
う
土
地
開
發
の
擴
大
を
1
味
し
よ
う
︒
さ
ら
に
︑
遼
西
q
域
の
燕
の
領
域

は
燕

第
Ⅴ
段
階
の
紀
元
�
四
世
紀
後

T
の
燕
�
公

(燕
成
侯
)
+
以
影
に
始
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
そ
の
時
+
の
燕
國
の
副
葬
陶
器
に
は
︑
方
壺
や
簋
と
い
っ
た
周
の

禮
制
に
基
づ
く
復
古


な
靑
銅
彜
器
を
模
し
た
副
葬
陶
器
が
現
れ
る
︒
こ
う
し
た
復
古


銅
禮
器
が
副
葬
陶
器
と
し
て
紀
元
�
四
世
紀
後
T
代

か
ら
み
ら
れ
る
の
は
︑
こ
の
時
+
の
燕
の
擴
大
+
と
呼
應
し
て
い
る
︒
燕
の
擴
大
が
︑
周
と
同
じ
姫
姓
で
あ
る
燕
に
と
っ
て
︑
周
の
禮
制
に
倣

う
こ
と
で
周
の
正
瓜
な
後
繼
者
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
時
+
の
王
噲
の
宰
相
子
之
へ
の
禪
讓

も
︑
周
の
王
と
し
て
の
威
風
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒
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こ
う
い
っ
た
領
域

に
お
い
て
は
︑
=
稅
の
た
め
の
度
量
衡
の
制
定
が
必
l
と
な
る
︒
陶
量
器
が
そ
の
=
稅
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
︒
そ

の
陶
量
器
に
あ
た
る
の
が
灰
陶
�
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
東
京
大
學
藏
の
灰
陶
�

(
圖
6
-
2
)
は
︑
型
式
と
銘
�
內
容
か
ら
燕
昭

王
二
十
二

(紀
元
�
二
九
〇
)
年
と
考
え
ら
れ
る
︹
宮
本
二
〇
一
二
︺
︒
こ
の
灰
陶
�
は
︑
土
器
內
面
に
製
作
時
の
型
を
取
り
外
し
や
す
く
す
る
た

め
の
布
壓
痕
が
殘
る
型
作
り
技
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
︒
型
作
り
技
法
は
一
定
の
容
量
を
規
定
し
た
陶
器
を
大
量
に
か
つ
同
形
態
に
作
る

技
法
で
あ
り
︑
=
稅
の
た
め
の
陶
量
器
の
製
作
に
�
し
た
製
作
技
法
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
陶
量
器
に
は
︑﹁
左
匋
尹
峮
鑊
疋
器
鍴
﹂﹁
廿
二

年
正
�
佐
匋
尹
﹂﹁
左
匋
攻
�
﹂﹁
左
匋
尹
鑊
⁝
﹂
と
い
っ
た
印
�
が
押
さ
れ
て
い
る
︒
左
匋
尹
と
い
う
官
�
が
�
正
な
度
量
衡
を
管
理
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
︒
こ
れ
ら
灰
陶
�
は
燕
下
都
の
戰
國
中
+
の
郞
井
村
10
號
作
坊
544
號
灰
坑

(圖
6
-
1
)
や
戰
國
後
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(1 燕下都、2 東京大學藏、3 燕下都、4 王墳山 29 號墓)

圖 6 燕國陶量器の變� (縮尺 1/8)



+
の
郞
井
村
10
號
3
號
5
居
址

(同
3
)
な
ど
か
ら
出
土
し
て
お
り
︑
戰
國
中
+
か
ら
後
+
の
紀
元
�
四
世
紀
後
T
か
ら
三
世
紀
の
も
の
で
あ

る
︹
宮
本
二
〇
一
二
︺
︒
穀
物
の
=
稅
の
た
め
の
陶
量
器
と
考
え
ら
れ
︑
そ
う
し
た
器
の
管
理
は
す
な
わ
ち
度
量
衡
の
管
理
で
あ
り
︑
そ
の
度
量

衡
の
質
保
證
が
陶
�
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
う
し
た
=
稅
が
始
ま
っ
た
段
階
に
こ
そ
︑
土
地
開
發
の
必
l
性
が
あ
り
︑
そ

れ
が
紀
元
�
四
世
紀
後
T
に
始
ま
る
遼
西
地
域
へ
の
燕
の
領
域

と
關
係
し
て
い
よ
う
︒
ま
さ
に
領
域
國
家
の
始
ま
り
を
1
味
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
ほ
か
�
陽
市
袁
臺
子
王
墳
山
29
號
墓
か
ら
戰
國
後
+
末
か
ら
瓜
一
秦
+
の
灰
陶
�

(同
4
)
が
出
土
し
て
お
り
︑
印
�
に
は
﹁
酉
城
都

王
伏

(司
)
鍴
﹂
と
あ
る
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市
_
物
館
二
〇
一
〇
︺
︒
酉
城
と
は
遼
西
郡
の
柳
縣
の
こ
と
で
あ
り
︑
柳
縣
の
縣
城
で

管
理
す
る
陶
量
器
の
こ
と
で
あ
る
︒
袁
臺
子
王
墳
山
29
號
墓
の
副
葬
陶
器
は
︑
燕

第
Ⅶ
段
階
の
も
の
と
衣
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
よ
り
後
出

す
る
が
︑
�
漢
代
よ
り
古
い
も
の
で
あ
る
︒
戰
國
後
+
な
い
し
瓜
一
秦
+
の
紀
元
�
三
世
紀
に
は
郡
縣
制
が
確
實
に
實
施
さ
れ
︑
遼
西
郡
な
ど

郡
縣
に
よ
っ
て
個
々
に
=
稅
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
他
︑
錦
西
邰
集
屯
や
喀
左
二
步
尺
で
陶
量
が
發
見
さ
れ
て
お

り
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市
_
物
館
二
〇
一
〇
︺
︑
そ
れ
ら
の
陶
量
の
容
量
は
郡
縣
ご
と
に
一
定
で
あ
る
︒

郡
縣
單
位
で
作
ら
れ
る
も
の
は
︑﹁
益
昌
﹂﹁
陽
安
﹂﹁
纕
�
﹂
な
ど
の
地
名
が
記
さ
れ
た
布
錢
に
も
示
さ
れ
て
お
り
︹
江
村
二
〇
一
一
︑
金
一

圭

(松
村
洋
介
譯
)
二
〇
一
六
︺
︑
そ
う
し
た
も
の
が
紀
元
�
三
世
紀
に
は
郡
縣
單
位
で
作
ら
れ
︑
液
u
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
い
わ
ゆ
る

郡
縣
單
位
で
の
瓜
治
が
な
さ
れ
て
い
る
郡
縣
制
が
︑
紀
元
�
三
世
紀
に
は
燕
山
以
北
の
五
つ
の
郡
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
:
料
で
あ
る
︒

右
北
�
郡
の
石
城
縣
城
と
考
え
ら
れ
て
い
る
凌
源
安
�
子
;
跡
︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
一
九
九
六
︺
や
錦
西
市
邰
集
屯
小
荒
地
;
跡
︹
吉
林
大

學
考
古
系
・
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
一
九
九
七
︺
な
ど
の
城
郭
;
跡
は
戰
國
後
+
以
影
の
も
の
で
あ
り
︑
燕
山
以
北
で
郡
治
が
機
能
し
て
い
た
の

は
︑
�
獻
に
記
載
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
紀
元
�
三
〇
〇
年
頃
以
影
の
こ
と
で
あ
る
︒
紀
元
�
四
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
初
頭
の
徐
n
墓
な
ど
の

燕
墓
が
遼
東
に
現
れ
る
の
も
ま
さ
に
遼
東
郡
設
置
時
+
か
ら
で
あ
り
︑
紀
元
�
三
〇
〇
年
頃
以
影
の
燕
昭
王
代
以
影
に
本
格

す
る
郡
縣
制
な

ど
の
中
央
集
權

と
對
應
し
た
も
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
別
の
中
央
集
權

の
實
態
は
︑
武
器
名
や
武
器
型
式
か
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
︑
昭
王
以
影
に
常
備
軍
の
設
置
に
<
め
ら
れ
る
︒
圖
5
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-
7
～
9
に
あ
る
よ
う
な
銅
戈
型
式
が
鑄
�
銘
�
に
よ
っ
て
昭
王
か
ら
王
喜
に
か
け
て
の
X
八
〇
年
閒
存
續
し
て
い
る
︹
宮
本
一
九
八
五
・
二
〇

〇
〇
︺
︒
し
か
も
銅
戈
型
式
と
職
名
が
對
應
す
る
形
で
ほ
ぼ
變

す
る
こ
と
な
く
繼
續
し
て
R
用
さ
れ
て
お
り
︑
銘
�
に
あ
る
﹁
御
司
馬
﹂︑

﹁
冕
萃
﹂︑﹁
巨
康
﹂﹁
康
﹂
の
よ
う
な
職
名
が
あ
る
が
︑
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
銅
戈
の
Ⅱ
ｂ
式
︑
Ⅲ
式
︑
Ⅳ
ａ
・
Ⅳ
ｂ
式
と
對
應
し
て
い
る
︒
燕
王

の
直
屬
の
軍
Z
に
お
け
る
職
掌
が
銅
戈
の
型
式
と
對
應
し
て
お
り
︑
軍
の
階
�
に
應
じ
た
武
器
が
存
在
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
燕
王
直
屬
の
軍

Z
組
織
を
示
し
て
お
り
︑
常
備
軍


な
存
在
を
示
し
て
い
る
︒
後
の
秦
始
皇
�
の
兵
馬
俑
坑
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
軍
Z
の
存
在
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
︒
周
代
の
軍
�
成
が
氏
族
單
位
で
な
さ
れ
て
い
た
の
に
對
し
︑
こ
の
常
備
軍
の
存
在
は
戰
國
後
+
の
燕
の
中
央
集
權

の
一
端

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒お

わ
り
に

本
稿
で
は
︑
遼
寧
省
円
昌
縣
東
大
�
子
墓
地
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
︑
燕
系
;
物
で
あ
る
燕
系
靑
銅
彜
器
・
中
原
式
銅
戈
や
燕
系
副
葬

陶
器
の
	
年
︑
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
に
共
a
す
る
北
方
靑
銅
器
�

の
遼
寧
式
銅
劍
や
遼
西
型
銅
戈
の
	
年
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
︑
燕
山
以
北

の
燕
系
;
物
や
燕
墓
の
時
空


な
擴
大
を
%
ら
か
に
し
た
︒

そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
燕
山
以
北
と
い
う
元
々
北
方
靑
銅
器
�

圈
の
北
方
民
族
が
居
5
し
て
い
た
地
域
に
お
い
て
︑
燕
系
;
物
あ
る
い
は
燕
墓

が
擴
大
し
て
い
く
m
8
が
%
ら
か
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
m
8
は
︑
ま
ず
紀
元
�
六
世
紀
後
T
か
ら
五
世
紀
�
T
に
お
け
る
燕
山
山
�
の
灤

河
液
域
ま
で
の
擴
大
で
あ
る
︒
そ
し
て
紀
元
�
四
世
紀
後
T
の
燕
�
公

(燕
成
侯
)
時
+
に
は
遼
西
ま
で
擴
大
す
る
︒
さ
ら
に
︑
紀
元
�
四
世

紀
末
か
ら
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
昭
王
代
に
は
︑
燕
山
以
北
に
上
谷
郡
以
下
五
郡
を
設
置
し
︑
遼
東
ま
で
擴
大
す
る
と
い
う
�
獻


な
記
載

內
容
を
g
<
す
る
結
果
と
な
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
燕
の
東
方
�
出
は
︑
農
/
社
會
を
背
景
と
し
た
周
の
諸
侯
國
で
あ
る
燕
が
擴
大
し
て
い
く
さ

ま
を
示
し
て
い
る
︒
領
域
の
擴
大
は
︑
脫
炭
處
理
を
行
っ
た
鑄
�
鐵
器
に
よ
る
農
/
生
產
の
擴
大
に
a
う
農
/
地
の
擴
大
を
目
指
す
怨
た
な
時

代
の
幕
開
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
氏
族
社
會
を
�
す
怨
た
な
經
濟


な
變
革
は
︑
怨
興
農
民
層
や
商
人
を
含
む
都
市
5
民
と
い
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う
こ
れ
ま
で
に
な
い
階
層
を
生
み
出
し
︑
そ
の
こ
と
が
北
方
民
族
の
土
地
に
怨
た
な
農
地
を
求
め
て
擴
大
し
て
行
く
領
域
國
家
と
し
て
の
燕
の

動
き
と
聯
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
さ
に
燕
の
東
方
�
出
は
︑
春
秋
後
+
か
ら
戰
國
�
+
に
お
け
る
遼
西
西
部
で
の
燕
の
閒
接
荏
�
︑
さ
ら

に
戰
國
中
+
後
T
の
遼
西
一
帶
の
燕
の
領
域

︑
そ
し
て
戰
國
後
+
に
み
ら
れ
る
燕
山
以
北
の
遼
東
ま
で
の
郡
縣
制
の
確
立
と
い
う
形
で
示
さ

れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
燕
の
東
方
�
出
は
︑
玉
突
き
狀
に
遼
西
東
部
か
ら
遼
東
に
か
け
て
の
在
地
�

で
あ
っ
た
凉
泉
�

の
�
鮮
T
島
へ
の
�
出
を
促

す
も
の
で
あ
り
︹
朴
淳
發
二
〇
〇
四
︺
︑
い
わ
ゆ
る
�
鮮
T
島
の
粘
土
帶
土
器
�

の
9
源
と
な
っ
て
い
く
︹
宮
本
二
〇
一
七
︺
︒
燕
の
東
方
�
出

は
遼
西
・
遼
東
の
燕
の
領
域

の
み
な
ら
ず
︑
�
鮮
T
島
へ
の
怨
た
な
�

を
引
き
9
こ
す
�

傳
播
の
原
因
と
な
っ
て
い
た
︒
い
わ
ば
燕
と

い
う
領
域
國
家
が
政
治


な
荏
�
を
廣
げ
る
こ
と
に
よ
り
︑
在
來
民
が
�
難
民
や
移
5
と
い
う
形
で
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
周
邊
地
域
で
の

怨
た
な
�

の
形
成
が
な
さ
れ
た
と
想
宴
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
�
鮮
T
島
の
粘
土
帶
土
器
�

の
成
立
で
あ
り
︑
細
形
銅
劍
�

の
成
立
で
も

あ
っ
た
︹
宮
本
二
〇
一
七
︺
︒
そ
し
て
こ
の
m
8
で
�
鮮
T
島
や
日
本
列
島
へ
鐵
器
や
鐵
器
技
 
が
擴
散
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︹
村
上
一
九
九
八
︑

石
川
・
小
林
二
〇
一
二
︑
中
村
二
〇
一
二
︑
宮
本
二
〇
一
五
︺
︒
燕
の
東
方
�
出
は
︑
�
鮮
T
島
や
日
本
列
島
を
含
む
東
北
ア
ジ
ア
の
初
+
鐵
器
時
代

の
始
ま
り
と
對
應
し
て
お
り
︑
東
北
ア
ジ
ア
古
代
�
に
お
い
て
歷
�


一
大
劃
+
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

�(1
)

『
�
記
﹄
匈
奴
列
傳
第
五
十
に
﹁
其
後
燕
 
賢
將
秦
開
︒
爲
質
於

胡
︑
胡
甚
信
之
︒
歸
而
襲
破
走
東
胡
︒
東
胡
卻
千
餘
里
︒
與
荊
軻
刺

秦
王
秦
舞
陽
者
︑
開
之
孫
也
︒
燕
亦
築
長
城
︑
自
�
陽
至
襄
�
︒
置

上
谷
︑
漁
陽
︐
右
北
�
︑
遼
西
︑
遼
東
郡
以
拒
胡
︒﹂
と
あ
る
︒

(2
)

『三
國
志
﹄
魏
書
・
烏
丸
鮮
卑
東
夷
傳
第
三
十
裴
松
之
�
に
﹁
魏

略
曰
⁝
⁝
︑
燕
乃
¢
將
秦
開
︑
攻
其
西
方
︒
取
地
二
千
餘
里
︑
至
滿

番
汗
爲
界
︒
�
鮮
£
�
︒﹂
と
あ
る
︒

(3
)

『
�
記
﹄
�
鮮
列
傳
第
五
十
五
に
﹁
自
始
q
燕
時
嘗
略
屬
眞
番
�

鮮
︑
爲
置
�
︑
築
鄣
塞
︒
秦
滅
燕
︑
屬
遼
東
外
徼
︒
漢
興
︑
爲
其
"

難
守
︑
復
修
遼
東
故
塞
︑
至
浿
水
爲
界
︑
屬
燕
︒﹂
と
あ
る
︒

(4
)

『戰
國
策
﹄
燕
策
一
・
蘇
秦
將
爲
從
北
說
燕
�
侯
違
に
﹁
蘇
秦
將

爲
從
︑
北
說
燕
�
侯
曰
︑
燕
東
 
�
鮮
遼
東
︑
北
 
林
胡
樓
煩
︑
西
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雲
中
九
原
︑
南
 
嘑
沱
易
水
︒﹂
と
あ
る
︒

(5
)

『
�
記
﹄
蘇
秦
列
傳
第
九
に
﹁
說
燕
�
侯
曰
︑
燕
東
 
�
鮮
遼
東
︑

北
 
林
胡
樓
煩
︑
西
 
雲
中
九
原
︑
南
 
嘑
沱
易
水
﹂
と
あ
る
︒

(6
)

遼
寧
省
円
昌
縣
東
大
�
子
墓
地
は
︑
一
部
が
盜
掘
を
x
け
た
が
︑

發
掘
b
査
が
行
わ
れ
︑
墓
地
q
體
の
狀
況
が
把
握
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
︒
現
在
︑
七
¤
の
發
掘
b
査
槪
報
が
報
吿
さ
れ
て
い
る

︹
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
管
�

二
〇
〇
六
︑
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌

縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ａ
︑
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島

市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ｂ
︑
遼
寧
省
�
物
考
古

硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ｃ
︑

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
局
二

〇
一
五
︑
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
吉
林
大
學
邊
疆
考
古
硏
究
中

心
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ａ
︑
遼
寧

省
�
物
考
古
硏
究
�
・
吉
林
大
學
邊
疆
考
古
硏
究
中
心
・
葫
蘆
島
市

_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�
二
〇
一
四
ｂ
︺︒

(7
)

江
村
治
樹
は
こ
の
戈
を
形
か
ら
戰
國
�
+
と
考
え
る
が
︹
江
村
治

樹
二
〇
〇
〇
︺
︑
型
式


な
特
=
は
む
し
ろ
戰
國
中
+
後
T
と
捉
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

(8
)

	

(
4
)
(
5
)
記
事
と
同
じ
︒

(9
)

圖
5
-
8
を
指
す
︒

【

參
考
�
獻
︼

日
本
語

五
十
¥
順

石
川
岳
彥

二
〇
〇
一

｢戰
國
+
に
お
け
る
燕
の
墓
葬
に
つ
い
て
﹂﹃
東
京
大
學
大
學
院
人
�
社
會
系
硏
究
科
・
�
學
部
考
古
學
硏
究
室
硏
究
紀
l
﹄
第
一
六

號

石
川
岳
彥

二
〇
一
七

『春
秋
戰
國
時
代
燕
國
の
考
古
學
﹄
雄
山
閣

石
川
岳
彥
・
小
林
靑
樹

二
〇
一
二

｢春
秋
戰
國
+
の
燕
國
に
お
け
る
初
+
鐵
器
と
東
方
へ
の
擴
散
﹂﹃
國
立
歷
�
民
俗
_
物
館
硏
究
報
吿
﹄
第
一
六
七
集

江
村
治
樹

一
九
八
〇

｢春
秋
戰
國
時
代
の
銅
戈
・
戟
の
	
年
と
銘
�
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
第
五
二
册

江
村
治
樹

二
〇
〇
〇

『春
秋
戰
國
秦
漢
時
代
出
土
�
字
:
料
の
硏
究
﹄
§
古
書
院

江
村
治
樹

二
〇
一
一

『春
秋
戰
國
時
代
靑
銅
貨
\
の
生
成
と
展
¨
﹄
§
古
書
院

金
一
圭

(松
村
洋
介
譯
)

二
〇
一
六

｢戰
國
燕
鐵
器
�

の
中
國
東
北
地
方
液
入
時
+
﹂﹃
古
�

談
叢
﹄
第
七
六
集

小
林
靑
樹

二
〇
〇
八

｢東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
銅
戈
の
9
源
と
年
代

︱
︱
遼
西
式
銅
戈
の
成
立
と
燕
・
�
鮮
へ
の
影
w

︱
︱
﹂﹃
怨
彌
生
時
代
の
は
じ
ま

り

第
三
卷

東
ア
ジ
ア
靑
銅
器
の
系
�
﹄
雄
山
閣
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佐
原
康
夫

一
九
八
四

｢戰
國
時
代
の
府
・
庫
に
つ
い
て
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
四
三
卷
第
一
號

志
賀
和
子

一
九
九
六

｢洛
陽
金
村
出
土
銀
器
と
そ
の
刻
銘
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
日
本
中
國
考
古
學
會
會
報
﹄
第
六
號

志
賀
和
子

二
〇
〇
二

｢
漢
代
北
方
地
域
に
お
け
る
帶
金
具
の
變
�
﹂﹃
中
國
考
古
學
﹄
第
二
號

下
田
U

二
〇
〇
八

『中
國
古
代
國
家
の
形
成
と
靑
銅
兵
器
﹄
§
古
書
院

田
中
俊
%

二
〇
〇
七

｢遼
東
郡
の
設
置
と
東
北
ア
ジ
ア

︱
︱
｢滿
潘
汗
﹂
の
位
置
を
中
心
に
︱
︱
﹂
﹃
東
亞
考
古
論
壇
﹄
第
三
輯

田
村
晃
一

二
〇
〇
一

『樂
浪
と
高
句
麗
の
考
古
學
﹄
同
成
社

中
村
大
介

二
〇
一
二

｢燕
鐵
器
の
東
方
展
開
﹂﹃
埼
玉
大
學
紀
l

敎
養
學
部
﹄
第
四
八
卷
第
一
號

林
巳
奈
夫

一
九
七
二

『中
國
殷
周
時
代
の
武
器
﹄
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�

林
巳
奈
夫

一
九
八
〇

｢﹃
周
禮
﹄
の
六
�
六
彜
と
考
古
學
;
物
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
第
五
二
册

f
尾
愼
一
郞

二
〇
〇
九

｢彌
生
時
代
の
實
年
代
﹂﹃
怨
彌
生
時
代
の
は
じ
ま
り

第
四
卷

彌
生
農
/
の
は
じ
ま
り
と
そ
の
年
代
﹄
雄
山
閣

古
澤
義
久

二
〇
一
〇

｢中
國
東
北
地
方
・
韓
T
島
西
北
部
に
お
け
る
戰
國
・
秦
・
漢
初
代
の
方
孔
圓
錢
の
展
開
﹂
﹃
古
�

談
叢
﹄
第
六
四
集

朴
淳
發

(山
本
孝
�
譯
)

二
〇
〇
四

｢遼
寧
粘
土
帶
土
器
�

の
韓
T
島
定
着
m
8
﹂﹃
福
岡
大
學
考
古
學
論
集

︱
︱
小
田
富
士
雄
先
生
�
職
記
念
︱
︱
﹄

小
田
富
士
雄
先
生
�
職
記
念
事
業
會

宮
本
一
夫

一
九
八
五

｢七
國
武
器
考

︱
︱
戈
・
戟
・
矛
を
中
心
に
し
て
︱
︱
﹂﹃
古
�
春
秋
﹄
第
二
號

宮
本
一
夫

一
九
九
一

｢戰
國
時
代
燕
國
副
葬
陶
器
考
﹂﹃
愛
媛
大
學
人
�
學
會
創
立
十
五
周
年
記
念
論
集
﹄
愛
媛
大
學
人
�
學
會

宮
本
一
夫

二
〇
〇
〇

『中
國
古
代
北
疆
�
の
考
古
學


硏
究
﹄
中
國
書
店

宮
本
一
夫

二
〇
〇
六

｢杏
家
莊
二
號
墓
出
土
の
遼
寧
式
銅
劍
﹂﹃
東
方
は
る
か
な
ユ
ー
ト
ピ
ア

︱
︱
«
臺
地
區
出
土
�
物
精
華
︱
︱
﹄
山
口
縣
立
萩
美
 

館
・
浦
上
記
念
館

宮
本
一
夫

二
〇
〇
七

｢
漢
と
匈
奴
の
國
家
形
成
と
周
邊
地
域

︱
︱
農
/
社
會
と

牧
社
會
の
成
立
︱
︱
﹂
﹃
九
州
大
學
21
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁
東

ア
ジ
ア
と
日
本
：
¯
液
と
變
容
﹂
瓜
括
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
報
吿
書
﹄︑
九
州
大
學

宮
本
一
夫

二
〇
〇
八

｢遼
東
の
遼
寧
式
銅
劍
か
ら
彌
生
の
年
代
を
考
え
る
﹂﹃
�
淵
﹄
第
一
四
五
輯

宮
本
一
夫

二
〇
一
二

｢樂
浪
土
器
の
成
立
と
擴
散

︱
︱
花
盆
形
土
器
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂﹃
�
淵
﹄
第
一
四
九
輯

宮
本
一
夫

二
〇
一
五

｢中
國
鐵
器
生
產
開
始
の
諸
問
題
﹂﹃
中
國
考
古
學
﹄
第
一
五
號

宮
本
一
夫

二
〇
一
七

『東
北
ア
ジ
ア
の
初
+
農
/
と
彌
生
の
9
源
﹄
同
成
社

村
上
恭
u

一
九
九
八

『鐵
と
倭
人
の
考
古
學
﹄
靑
木
書
店
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中
國
語

拼
¥
順

安
志
敏

一
九
五
三

｢河
北
省
t
山
市
賈
各
莊
發
掘
報
吿
﹂﹃
考
古
學
報
﹄
第
六
册

�
陽
地
區
_
物
館
・
喀
左
縣
�

館

一
九
八
五

｢遼
寧
喀
左
大
城
子
眉
眼
�
戰
國
墓
﹂﹃
考
古
﹄
第
一
+

陳
夢
家

一
九
五
五

『六
國
紀
年
﹄
學
�
生
活
出
版
社

8
長
怨

一
九
八
五

｢北
京
u
縣
中
趙
甫
出
土
一
組
戰
國
靑
銅
器
﹂﹃
考
古
﹄
第
八
+

郭
沫
若

一
九
五
二

『金
�
叢
考
﹄

�
鐵
山
・
郭
景
斌

一
九
九
六
﹁
河
北
省
�
西
縣
大
黑
汀
戰
國
墓
﹂﹃
�
物
﹄
第
三
+

河
北
省
�

局
�
物
工
作
Z

一
九
六
五

｢一
九
六
四

−

一
九
六
五
年
燕
下
都
墓
葬
發
掘
報
吿
﹂﹃
考
古
﹄
第
一
一
+

河
北
省
�
物
硏
究
�

一
九
九
六
ａ

『燕
下
都
﹄
�
物
出
版
社

河
北
省
�
物
硏
究
�

一
九
九
六
ｂ

『
広
墓

︱
︱
戰
國
中
山
國
國
王
之
墓
︱
︱
﹄
�
物
出
版
社

河
北
省
�
物
硏
究
�

二
〇
〇
五

『戰
國
中
山
國
靈
壽
城
一
九
七
五
～
一
九
九
三
年
考
古
發
掘
報
吿
﹄
�
物
出
版
社

河
北
省
�
物
硏
究
�
・
承
德
地
區
�

局
・
灤
�
縣
�
物
管
理
�

一
九
八
三

｢
灤
�
縣
虎
什
哈
炮
臺
山
山
戎
墓
地


發
現
﹂
﹃
�
物
:
料
叢
刊
﹄
七

黃
盛
璋

一
九
八
五

｢
怨
出
戰
國
金
銀
器
銘
�
硏
究

(三
題
)﹂﹃
古
�
字
硏
究
﹄
第
十
二
輯

吉
林
大
學
考
古
系
・
遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�

一
九
九
七

｢遼
寧
錦
西
邰
集
屯
小
荒
地
秦
漢
古
城
址
試
掘
鯵
報
﹂
﹃
考
古
學
集
刊
﹄
一
一

金
殿
士

一
九
五
九

｢瀋
陽
市
南
市
區
發
現
戰
國
墓
﹂﹃
�
物
﹄
第
四
+

�
坊
地
區
�
物
管
理
�
・
三
河
縣
�

館

一
九
八
七

｢河
北
三
河
大
t
廽
︑
雙
村
戰
國
墓
﹂
﹃
考
古
﹄
第
四
+

遼
寧
省
_
物
館

一
九
八
五

｢遼
寧
凌
源
縣
三
官
甸
靑
銅
短
劍
墓
﹂﹃
考
古
﹄
第
二
+

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�

一
九
九
六

｢遼
寧
凌
源
安
�
子
古
城
址
發
掘
報
吿
﹂﹃
考
古
學
報
﹄
第
二
+

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市
_
物
館

一
九
九
七

｢
�
陽
王
子
墳
墓
群
一
九
八
七
︑
一
九
九
〇
年
度
考
古
發
掘


²
l
收
穫
﹂﹃
�
物
﹄
第
一
一
+

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
�
陽
市
_
物
館

二
〇
一
〇

『
�
陽
袁
臺
子
︱
︱
戰
國
西
漢
;
址
和
西
周
至
十
六
國
時
+
墓
葬
﹄
�
物
出
版
社

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
管
�

二
〇
〇
六

｢遼
寧
円
昌
于
z
�
戰
國
墓
地
b
査
發
掘
鯵
報
﹂﹃
遼
寧
省
_
物
館
館
刊
﹄
第

一
輯

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�

二
〇
一
四
ａ

｢遼
寧
円
昌
縣
東
大
�
子
墓
地
二
〇
〇
一
年
發
掘
鯵
報
﹂﹃
考
古
﹄
第

一
二
+

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�

二
〇
一
四
ｂ

｢遼
寧
円
昌
縣
東
大
�
子
墓
地
二
〇
〇
二
年
發
掘
鯵
報
﹂﹃
考
古
﹄
第

― 62 ―

292



一
二
+

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�

二
〇
一
四
ｃ

｢
遼
寧
円
昌
東
大
�
子
墓
地
二
〇
〇
三
年
發
掘
鯵
報
﹂﹃
邊
疆
考
古
硏

究
﹄
第
一
八
輯

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
局

二
〇
一
五

｢遼
寧
円
昌
東
大
�
子
墓
地
二
〇
〇
〇
年
發
掘
鯵
報
﹂﹃
�
物
﹄
第
一
一
+

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
吉
林
大
學
邊
疆
考
古
硏
究
中
心
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�

二
〇
一
四
ａ

｢
遼
寧
円
昌
縣
東
大
�
子
墓
地
M
40



發
掘
﹂﹃
考
古
﹄
第
一
二
+

遼
寧
省
�
物
考
古
硏
究
�
・
吉
林
大
學
邊
疆
考
古
硏
究
中
心
・
葫
蘆
島
市
_
物
館
・
円
昌
縣
�
物
管
理
�

二
〇
一
四
ｂ

｢
遼
寧
円
昌
縣
東
大
�
子
墓
地
M
47



發
掘
﹂﹃
考
古
﹄
第
一
二
+

劉
天
鷹
・
陳
斌

二
〇
〇
八

｢戰
國
趙
王
陵
二
號
陵
出
土
部
分
�
物
論
営
﹂﹃
邯
鄲
職
業
技
 
學
院
﹄
第
二
一
卷
第
一
+

t
山
市
�
物
管
理
�

一
九
九
二

｢河
北
省
�
西
縣
大
黑
汀
戰
國
墓
出
土
靑
銅
器
﹂﹃
�
物
﹄
第
五
+

楊
0

一
九
五
五

『戰
國
�
﹄
上
海
人
民
出
版
社

雛
寶
庫
・
盧
治
萍
・
馬
𠦄

二
〇
一
七

｢
遼
寧
遼
陽
市
徐
n
子
戰
國
墓
﹂﹃
考
古
﹄
第
八
+

張
松
柏

一
九
九
六

｢赤
峰
市
紅
山
區
戰
國
墓
淸
理
鯵
報
﹂﹃
內
蒙
古
�
物
考
古
﹄
第
一
・
二
+

中
國
歷
�
_
物
館
考
古
組

一
九
六
二

｢燕
下
都
城
址
b
査
報
吿
﹂﹃
考
古
﹄
第
一
+

韓
國
語

金
一
圭

二
〇
一
六

｢燕
下
都
辛
莊
頭
墓
區
30
號
墓
의
	
年
小
考
﹂﹃
韓
國
考
古
學
報
﹄
第
九
九
輯

�
鉉
承

二
〇
一
七

｢中
國
冀
北
・
遼
西
地
域
中
原
式
銅
戈
의
展
開
와
檢
討
﹂﹃
韓
國
考
古
學
報
﹄
第
一
〇
四
輯

趙
鎭
先

二
〇
〇
九

｢韓
國
式
銅
戈
의
登
場
背
景
와
辛
莊
頭
30
號
墓
﹂﹃
湖
南
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THE YAN STATEʼS EASTWARD TERRITORIAL EXPANSION

DURING THE EASTERN ZHOU DYNASTY

MIYAMOTO Kazuo

It is clear that the Yan state enlarged its territory beyond the Yanshan Mountains

from the 6th to 3rd centuries BC, based on the chronology of ritual bronze vessels,

bronze weapons and burial pottery of the Yan state accompanied with the

Liaoning-type daggers and Liaoxi-type halberds of Northern bronzes, as indicated

by the analysis of graves in the graveyards of Dongdazhangzi, Jianchang

Prefecture, Liaoning Province.

This research clarified the processes behind the distribution of Yan artifacts

and tombs which emerged in areas originally populated by people associated with

Northern bronzes. This process firstly suggests that they spread to the Luanhe

River Valley of the Yanshan Mountains during the 6th and 5th centuries BC. Then,

during the time of administration of the Yan Wengong (Yan Chenghou), the

territory of the Yan state enlarged to encompass the Liaoxi district during the 4th

century BC. In addition, this research discovered archaeological evidence for

historical documents showing that King Zhaowang founded five administrative

offices, such as the Shanggu administration, and that the territory of the Yan state

expanded in the Liaodong district from the end of the 4th century to the beginning

of the 3rd century BC. The eastward expansion of territory indicated the

development of the Yan state, which was one of the Warring States behind

agricultural society. The expansion of territory also shows the dawning of a new

era, in that the increase of agricultural products grown using decarbonized cast iron

tools triggered the expansion of agricultural land. This new economic evolution,

which brought about the end of a clan-based society, resulted in a new class of

urban citizens the likes of which had hitherto been unknown, including new farmer

and merchant classes. This development accords with the movement of the Yan

state as one of the Warring States in the manner in which it expanded its territory

to seek out new land for fields among the lands of the Northern bronze people. The

Yan stateʼs eastward expansion of territory as indicated by archaeological evidence

suggests that it indirectly administrated the Liaoxi district during the 6th and 5th

centuries BC, that it occupied the whole of the Liaoxi district by the 4th century BC,

and that it founded administrative offices reaching to the Liaodong district during

the 3rd century BC.
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This eastward enlargement of territory by the Yan state indicates not only the

extension of the territory of Liaoxi and Liaodong districts but also a cultural

movement triggering a new culture on the Korean Peninsula. It also indicates the

establishment of the Chondode pottery culture and the slender bronze dagger

culture of the Korean Peninsula. As part of this process, iron tools and iron

production techniques spread to the Korean Peninsula and then on to the Japanese

Archipelago.

A STUDY OF THE NIGHT IN ANCIENT CHINA : HUMAN ACTION

AND THE APPEARANCES OF SUPERNATURAL BEINGS

YAJIMA Akiko

This paper addresses the night in ancient China. In the case of ancient Japanese

history, Miyake Kazuo offered the following four points about the night and the

sensitivity of people in ancient Japan. First, daytime was a time for human activity,

and the sense of sight predominated. Second, nighttime was a time for non-human

beings, and the senses of hearing, smell, and touch predominated. Third, non-human

beings began to become active in the evening. Fourth, non-humans beings retreat

at dawn, and humans find signs of their presence. With reference to these findings,

this paper examines the meaning of the night in ancient China from the point of

view of human action and appearance of supernatural beings.

First, in regard to human action, we find in the Zuozhuan 左傳 that the

movement of armies, escapes, invasions, returns, and regicides take place at night.

Most of these actions are those that should be conducted in silence or secretly, but a

night attack might employ sound effectively to throw an enemy into confusion.

Because these cases were irregular events and the Han dynasty prohibited people

from going out at night without reason, it appears that actions conducted at night

were regarded as outside the normal order.

The second considers the appearances of non-human and supernatural beings.

Emperor Wu of the Han conducted the rite worshiping Taiyi 泰一 and performed

necromancy throughout the night. And nuo 儺 rites were performed with fire to

exorcize pestilence on the final night of the year. Yamada Kenji indicated that

exorcizing evil birds, such as the Guhuoniao 姑獲鳥 and Guiche 鬼車, which flew

over at New Yearʼs night and caused children to become sick, was related to the

nuo. Because the evils of pestilence visited at night, it is thought that the ancient
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