
一
．
問
題
の
所
在

南
朝
の
都
で
あ
っ
た
建
康
︵
現
在
の
江
蘇
省
南
京
市
︶
の
一
帯
に
は
︑
南
朝
期
の
皇
帝
・
王
侯

の
陵
墓
と
︑
そ
れ
に
か
か
わ
る
遺
構
・
遺
物
が
散
在
し
て
い
る
︒
と
く
に
︑
陵
墓
に
至
る
神
道

︵
参
道
の
こ
と
︶
に
置
か
れ
た
巨
大
な
石
柱
・
石
像
は
︑
陵
墓
そ
の
も
の
が
山
野
と
見
分
け
が
つ

か
な
く
な
っ
た
今
日
に
お
い
て
も
︑
往
時
の
偉
容
を
伝
え
て
い
る
︒
そ
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
残

存
数
が
多
く
︑
ひ
ろ
く
耳
目
を
集
め
て
い
る
の
が
︑
石
造
有
翼
獣
像
す
な
わ
ち
石
獣
︵
以
下
﹁
南

朝
石
獣
﹂︶
で
あ
る︵
₁
︶︒

南
朝
石
獣
は
︑
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
造
形
︑
西
方
文
化
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
装
飾
︑
有
翼
獣

像
と
い
う
謎
め
い
た
表
現
な
ど
︑
際
立
っ
た
外
形
的
特
徴
を
も
つ
︵
図
₁
︶︒
そ
の
他
の
南
朝
神

道
石
刻
に
比
べ
︑
相
対
的
に
サ
イ
ズ
が
大
き
く
︑
人
目
に
も
つ
き
や
す
い
︒
こ
う
し
た
理
由
か
ら
︑

阿　
　

部　
　

幸　
　

信

図 1　斉景帝修安陵石獣（右）

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶
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南
朝
石
獣
は
あ
た
か
も
南
朝
を
象
徴
す
る
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
︑
南

朝
期
に
関
す
る
出
版
物
の
表
紙
な
ど
を
飾
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
︒
南

京
市
や
そ
の
東
に
位
置
す
る
丹
陽
市
を
中
心
と
す
る
一
帯
に
は
︑
二
六

カ
所
に
わ
た
っ
て
︑
こ
う
し
た
石
獣
が
四
六
体
も
現
存
し
て
い
る︵
₂
︶︒

石
獣
の
数
が
場
所
の
数
の
倍
近
く
に
も
達
す
る
の
は
︑
こ
れ
ら
の
石
獣

が
︑
そ
の
他
の
神
道
石
刻
と
同
じ
く
︑
神
道
の
左
右
に
対
と
な
っ
て
配

置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
左
右
の
石
獣
を
区
別
し
て
扱
う
必
要
が

あ
る
と
き
は
︑
陵
墓
の
側
か
ら
み
て

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
右
側
の
も
の
を
右
石
獣
︑
左
側
の

も
の
を
左
石
獣
と
呼
び
分
け
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
︒

南
朝
石
獣
に
は
角
が
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
の
二
種
類
が
あ
り
︑
皇
帝
陵
に
は
有
角
獣
が
︑
王
侯
陵
に
は
無
角
獣
が
配
さ
れ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
右
石
獣
と
左
石
獣
に
も
区
別
が
あ
り
︑
有
角
獣
の
場
合
︑
右
石
獣
は
独
角
︑
左
石
獣
は
両
角
に
な
っ
て
い
る
︵
図

₂
︶︒
こ
う
し
た
区
別
に
基
づ
い
て
︑
二
本
角
の
石
獣
を
﹁
天
禄
﹂︑
一
本
角
の
石
獣
を
﹁
麒
麟
﹂︑
無
角
獣
を
﹁
辟
邪
﹂﹁
獅
子
﹂
と
称
す

る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る︵
₃
︶が
︑
こ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
異
説
が
あ
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
き
わ
め
て
似
通
っ
た
表
現
を
も
つ
石
獣
が
︑

左
右
の
配
置
の
み
に
よ
っ
て
別
の
神
獣
を
表
現
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
︑
呼
び
名
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
伝
承
の

問
題
と
し
て
ひ
と
ま
ず
措
く︵
₄
︶が
︑
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
︑
角
の
数
を
作
り
分
け
る
こ
と
で
左
右
像
を
区
別
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑

別
途
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
一
見
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
は
あ
る
が
︑
石
獣
を
分
類
す
る
際
に
注
目
す
べ
き
造
形
上
の
指
標
と
し
て
︑
生
殖
器
が
あ
る
︒
わ

た
し
が
二
〇
一
二
年
に
南
京
・
丹
陽
を
訪
れ
て
実
見
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
一
部
の
石
獣
に
は
右
に
雄
生
殖
器
︵
陰
茎
︶︑
左
に
雌
生

殖
器
︵
陰
門
︶
と
い
う
違
い
が
み
ら
れ
た
が
︑
別
の
一
群
は
左
右
と
も
雄
生
殖
器
で
あ
っ
た
︒
現
地
の
さ
る
学
者
か
ら
は
︑
雌
生
殖
器
に

見
え
る
も
の
は
雄
生
殖
器
が
削
ら
れ
た
残
り
の
部
分
と
も
解
釈
で
き
る
と
教
え
ら
れ
た
が
︑
し
か
し
︑
揃
い
も
揃
っ
て
左
だ
け
を
選
択
的

に
削
り
取
る
と
い
う
説
明
に
は
無
理
が
あ
る
し
︑
南
朝
に
先
立
つ
漢
代
の
石
獣
に
は
︑
左
右
で
生
殖
器
を
明
確
に
作
り
分
け
た
も
の
が
少

陵墓と石獣の左右関係の模
式図 石獣の左右の呼称
は、進入方向からみた左右
と逆になることに注意

陵墓

右石獣 左石獣

進入方向

八
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な
く
な
い︵
₅
︶︒
こ
う
し
た
点
か
ら
考
え
る
に
︑
左
右
の
生
殖
器
に
雌
雄
の
区
別
を
設
け
た
り
︑

あ
る
い
は
左
右
双
方
に
雄
生
殖
器
を
付
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
︑
や
は
り
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ

た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
︑
南
朝
石
獣
の
造
形
上
の
特
徴
や

美
術
的
な
価
値
に
つ
い
て
力
説
す
る
研
究
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
生
殖
器

に
言
及
し
て
い
る
の
は
︑
管
見
の
限
り
山
本
謙
治
・
来
村
多
加
史
と
宋
震
呉
だ
け
で
あ
る︵
₆
︶︒

こ
の
う
ち
山
本
・
来
村
は
︑
石
獣
の
観
察
結
果
の
中
で
生
殖
器
の
形
状
に
も
触
れ
て
い
る
が
︑
石

獣
全
体
の
様
式
の
分
類
が
目
的
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
生
殖
器
の
造
形
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ

い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
︒
他
方
︑
宋
震
呉
は
︑
有
角
獣
と
無
角
獣
の
相
違
点
の
一
部
と
し
て
︑

有
角
獣
は
左
右
と
も
雄
︑
無
角
獣
は
雌
雄
の
区
別
あ
り
と
の
傾
向
を
見
い
だ
す
︒
し
か
し
宋
が
こ

れ
を
あ
く
ま
で
も
傾
向
ヽ
ヽ
と
し
て
︑
断
定
的
に
扱
っ
て
は
い
な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
実

際
の
と
こ
ろ
︑
生
殖
器
の
雌
雄
の
区
別
の
有
無
は
角
の
有
無
と
対
応
し
て
い
な
い
︵
詳
細
は
次

節
︶︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
生
殖
器
の
検
討
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
省
略
し
て
︑
最
初
か
ら
規
則
的

な
分
類
を
立
て
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
疑
問
が
あ
る
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
南
朝
石
獣
の
角
お
よ
び
生
殖
器
を
切
り
口
と
し
て
︑
左
右
の
差
異
の
存
在

︵
あ
る
い
は
不
存
在
︶
が
示
し
て
い
た
理
念
的
背
景
を
読
み
解
く
こ
と
を
試
み
た
い
︒
前
稿
で
指

摘
し
た
と
お
り
︑
世
界
各
地
の
各
種
施
設
の
門
前
に
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
動
物
像
︵﹁
門
闕
動
物

像
﹂︶
に
は
左
右
の
区
別
が
な
い
も
の
も
多
く
︑
中
国
に
お
い
て
も
左
右
同
形
に
作
ら
れ
る
動
物

像
は
多
い︵
₇
︶︒
よ
っ
て
︑
左
右
一
対
だ
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
が
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
は
も
ち

ろ
ん
な
ら
な
い
し
︑
ま
し
て
角
に
よ
る
区
別
も
生
殖
器
に
よ
る
区
別
も
一
部
の

ヽ
ヽ
ヽ
も
の
に
し
か
認
め

ら
れ
ず
︑
両
者
が
常
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
南
朝
石
獣
の
場
合
︑
そ
の
背
後
に
は
単
純
な

﹁
左
右
一
対
﹂
で
は
説
明
で
き
な
い
︑
複
雑
な
論
理
構
造
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
︒
そ
こ
に
切
り

図 2　斉景帝修安陵石獣（左）（右）

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶
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込
ん
で
い
く
こ
と
で
︑
往
時
の
人
々
の
意
識
や
観
念
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
い

う
の
が
︑
本
稿
の
目
論
見
で
あ
る
︒

　
　
　
　
　
　
　

二
．
石
獣
の
左
右
と
陰
陽

次
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
る
附
表
は
︑
現
存
す
る
南
朝
石
獣
の
一
覧
で
あ
る
︒
番
号
・
比
定
陵
墓

名︵
₈
︶・
地
名
・
所
在
地
に
つ
い
て
は
山
本
健
治
の
作
成
し
た
リ
ス
ト︵
₉
︶に
従
っ
た
が
︑
番
号
₁

の
獅
子
衝
の
比
定
陵
墓
名
は
︑
現
在
の
定
説
に
従
っ
て
梁
昭
明
太
子
蕭
統
墓
に
改
め
た︵
₁₀
︶︒
ま

た
︑
₁₇
の
石
馬
衝
は
陳
武
帝
陳
覇
先
万
安
陵
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
南
朝
帝
陵
石
獣
の

様
式
を
詳
細
に
検
討
し
た
曽
布
川
寛
の
指
摘
に
従
い
︑
墓
主
不
明
の
南
斉
墓
と
し
た︵
₁₁
︶︒
角
の

本
数
と
陰
部
︵
生
殖
器
︶
に
関
し
て
は
︑
わ
た
し
自
身
の

観
察
結
果
な
ら
び
に
山
本
謙
治
・
来
村
多
加
史
の
報
告︵
₁₂
︶

に
拠
り
︑
う
ち
陰
部
が
左
右
と
も
雄
生
殖
器
の
も
の
は
グ

ル
ー
プ
Ⅰ
︑
雌
雄
が
異
な
る
︵
＝
左
石
獣
が
雌
︑
右
石
獣

が
雄
で
あ
る
︶
も
の
は
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
と
し
て
︑﹁
雌
雄
﹂

欄
に
書
き
出
し
た
︒
備
考
は
す
べ
て
わ
た
し
の
加
筆
で
あ

る︵
₁₃
︶︒
以
下
︑
こ
の
附
表
に
基
づ
き
つ
つ
︑
石
獣
の
角

と
生
殖
器
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒

左
右
と
も
雄
生
殖
器
を
も
つ
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
は
五
例
あ

る
︵
₁
・
₂
・
₄
・
₅
・
₈
︶︒
図
₃

－

₁
と
し
て
示
し

た
の
は
獅
子
衝
石
獣
︵
₁
︶
の
陰
部
で
︑
左
石
獣
・
右
石

図 3-2　梁武帝修陵石獣（左）

図 3-1　獅子衝石獣（左）（右）
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附
表
　
南
朝
陵
墓
石
獣
像
一
覧

番
号

比
定
陵
墓
名

地
名

所
在
（
原
在
）
地

左
角
右
角
陰
部

雌
雄

備
考

₁
梁
昭
明
太
子
蕭
統
安
寧
陵

獅
子
衝

南
京
市
棲
霞
区
棲
霞
鎮
新
合
村
獅
子
衝

₂
₁

♂
♂

Ⅰ
右
は
陰
嚢
・
陰
茎
・
亀
頭
、
左
は
陰
嚢
・
陰
茎
（
先
端
欠
損
）

₂
宋
武
帝
劉
裕
初
寧
陵

麒
麟
鋪

南
京
市
江
寧
区
麒
麟
門
麒
麟
鋪
村

₂
₁

♂
♂

Ⅰ
右
は
陰
嚢
・
陰
茎
、
左
は
陰
茎
の
み

₃
斉
景
帝
蕭
道
生
修
安
陵

仙
塘
湾

丹
陽
市
埤
城
鎮
水
経
山
南
仙
塘
湾
附
近
鶴
仙
坳

₂
₁

♀
♂

Ⅱ
右
は
陰
嚢
・
陰
茎
・
亀
頭
、
左
は
膨
ら
み
の
み

₄
（
不
明
）

陵
口

丹
陽
市
陵
口
鎮
東

₂
₁

♂
♂

Ⅰ
右
は
陰
嚢
・
陰
茎
・
亀
頭
、
左
は
陰
嚢
・
陰
茎
（
先
端
欠
損
）

₅
斉
武
帝
蕭
賾
景
安
陵

前
艾
廟

丹
陽
市
前
艾
郷
田
家
村

♂
♂

Ⅰ
陰
部
は
報
告
書
写
真
版
に
よ
る

₆
斉
宣
帝
蕭
承
之
永
安
陵

獅
子
湾

丹
陽
市
胡
橋
郷
（
張
荘
村
）
獅
子
湾

₂
欠

♀
♂

Ⅱ
右
は
陰
嚢
・
陰
茎
（
先
端
欠
損
）、
左
は
膨
ら
み
の
み

₇
斉
廃
帝
東
昏
侯
蕭
宝
巻
墓

金
家
村

丹
陽
市
建
山
郷
金
王
陳
村

♀
♂

Ⅱ
梁
敬
帝
の
陵
墓
と
も
。
陰
部
は
報
告
書
写
真
版
に
よ
る

₈
梁
武
帝
蕭
衍
修
陵

三
城
巷

丹
陽
市
荊
林
鎮
三
城
巷
劉
家
村

₂
─

♂
─

Ⅰ
陰
嚢
・
陰
茎
（
先
端
欠
損
）

₉
梁
簡
文
帝
蕭
綱
荘
陵

三
城
巷

丹
陽
市
荊
林
鎮
三
城
巷
劉
家
村

₂
─

─
─

腹
部
欠
損

₁₀
梁
文
帝
蕭
順
之
建
陵

三
城
巷

丹
陽
市
荊
林
鎮
三
城
巷
東
北

₂
₁

♀
♂

Ⅱ
右
は
陰
嚢
・
陰
茎
、
左
は
膨
ら
み
の
み

₁₁
斉
明
帝
蕭
鸞
興
安
陵

三
城
巷

丹
陽
市
荊
林
鎮
三
城
巷
東
北

欠
₁

─
♂

？
右
は
陰
嚢
・
陰
茎
（
先
端
欠
損
）、
左
は
腹
部
欠
損

₁₂
梁
桂
陽
王
蕭
融
陵

張
家
庫

南
京
市
棲
霞
区
棲
霞
鎮
張
家
庫

₀
₀

₁₃
梁
安
成
康
王
蕭
秀
陵

甘
家
巷

南
京
市
棲
霞
区
棲
霞
鎮
甘
家
巷

₀
₀

─
─

接
近
で
き
ず
視
認
不
能

₁₄
梁
始
興
忠
武
王
蕭
憺
墓

甘
家
巷

南
京
市
棲
霞
区
棲
霞
鎮
甘
家
巷

₀
₀

♀
─

Ⅱ
右
（
西
）
は
ほ
ぼ
全
壊
、
左
（
東
）
は
膨
ら
み
の
み
（
小
獣
₂
頭
を
伴
う
）

₁₅
梁
鄱
陽
忠
烈
王
蕭
恢
墓

甘
家
巷

南
京
市
棲
霞
区
棲
霞
鎮
甘
家
巷

₀
₀

♀
♂

Ⅱ
右
（
西
）
は
陰
嚢
・
陰
茎
、
左
（
東
）
は
膨
ら
み
の
み

₁₆
梁
呉
平
忠
侯
蕭
景
墓

十
月
村

南
京
市
棲
霞
区
尭
化
門
十
月
村

─
₀

─
♂

Ⅱ？
残
存
し
て
い
る
の
は
右
か
。
陰
嚢
・
陰
茎
、
左
（
東
）
に
反
文
石
柱
あ
り

₁₇
（
不
明
。
南
斉
墓
）

石
馬
衝

南
京
市
江
寧
区
上
坊
郷
石
馬
衝

₀
₀

一
般
に
は
陳
武
帝
陳
覇
先
万
安
陵
と
さ
れ
る

₁₈
斉
前
廃
帝
鬱
林
王
蕭
昭
業
墓

水
経
山
村
丹
陽
市
埤
城
鎮
（
巨
竹
村
）
水
経
山
村

₀
₀

₁₉
斉
後
廃
帝
海
陵
王
蕭
昭
文
墓

爛
石
瓏

丹
陽
市
建
山
郷
爛
石
瓏
北

₀
₀

₂₀
梁
南
康
簡
王
蕭
績
墓

石
獅
村

句
容
市
石
獅
郷
石
獅
村

₀
₀

₂₁
梁
臨
川
靖
恵
王
蕭
宏
墓

張
家
庫

南
京
市
江
寧
区
仙
鶴
門
外
張
庫
村

₀
₀

₂₂
梁
建
安
敏
侯
蕭
正
立
墓

劉
家
辺

南
京
市
江
寧
区
淳
化
鎮
劉
家
辺

₀
₀

₂₃
獅
子
壩
村
失
名
墓

南
京
市
棲
霞
区
馬
群
鎮
獅
子
壩
村

─
─

₂₄
侯
村
失
名
南
朝
墓

南
京
市
江
寧
区
上
坊
郷
陵
里
侯
村

₀
₀

₂₅
太
平
村
失
名
墓

南
京
市
燕
子
磯
鎮
太
平
村

─
─

─
─

南
京
博
物
院
蔵
。
摩
耗
・
ひ
び
割
れ
が
ひ
ど
く
、
明
確
に
視
認
で
き
ず

₂₆
方
旗
廟
失
名
墓

江
寧
県
江
寧
鎮
建
中
村
方
旗
廟

₀
₀

※
　

 山
本
謙
治
「
南
京
・
丹
陽
南
朝
陵
墓
有
角
石
獣
調
査
報
告
」（
₁）（
₂）
お
よ
び
山
本
謙
治
・
来
村
多
加
史
『
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
環
東
海
地
域
に
お
け
る
南
朝
文
化
伝
播
の
諸
相
と
伝
播
経
路
に
関
す

る
基
礎
研
究
』
を
も
と
に
作
成
し
た
。
番
号
に
網
か
け
し
た
も
の
は
実
見
調
査
済
み
の
も
の
。

南
朝
陵
墓
神
道
石
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の
陰
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表
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図 4-3　梁文帝建陵石獣（左）（右）

図 4-1　斉景帝修安陵石獣（左）（右）

図 4-2　斉宣帝永安陵石獣（左）（右）
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獣
と
も
︑
陰
嚢
・
陰
茎
が
明
確
に
造
形
さ
れ
て
い
る
︒
図
₃

－

₂
の
梁
武
帝
修
陵
石
獣
︵
₈
︶
は

左
石
獣
の
み
の
残
存
で
あ
る
が
︑
陰
嚢
・
陰
茎
が
は
っ
き
り
み
え
る
︒
先
述
の
と
お
り
︑
左
右
で

生
殖
器
の
雌
雄
が
区
別
さ
れ
る
場
合
︑
左
石
獣
は
雌
と
さ
れ
る
の
が
通
例
な
の
で
︑
こ
れ
も
グ

ル
ー
プ
Ⅰ
に
分
類
し
た
︒
附
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
こ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
は
︑
有
角
獣
に
限
ら
れ

た
表
現
形
式
で
あ
る
︒

で
は
有
角
獣
は
す
べ
て
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
な
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
︑
グ
ル
ー
プ
Ⅱ
︑
す
な

わ
ち
生
殖
器
に
雌
雄
の
区
別
が
あ
る
も
の
が
四
例
あ
る
︵
₃
・
₆
・
₇
・
₁₀
︶︒
図
₄

－

₁
は
斉

景
帝
修
安
陵
︵
₃
︶︑
図
₄

－

₂
は
斉
宣
帝
永
安
陵
︵
₆
︶︑
図
₄

－

₃
は
梁
文
帝
建
陵
︵
₁₀
︶
の

作
例
で
︑
い
ず
れ
も
右
石
獣
に
は
長
い
陰
茎
と
大
き
な
陰
嚢
の
存
在
を
確
認
で
き
る
が
︑
左
石
獣

の
陰
部
に
は
丸
い
膨
ら
み
ま
た
は
突
出
部
が
あ
る
だ
け
で
︑
右
石
獣
と
は
造
形
が
明
ら
か
に
異
な

る
︒
こ
れ
は
雌
生
殖
器
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
雄
・
雌
と
も
︑
門
闕
動
物
像
の
モ
チ
ー

フ
と
し
て
世
界
的
に
頻
見
す
る
ラ
イ
オ
ン
や
ウ
マ
・
ウ
シ
・
ゾ
ウ
で
は
な
く
︑
イ
ヌ
の
生
殖
器
の

形
状
・
位
置
に
比
較
的
近
い
︒
こ
う
し
た
特
徴
は
漢
代
の
石
獣
と
も
異
な
っ
て
お
り
︑
五
～
六
世

紀
の
長
江
下
流
域
と
い
う
時
代
・
地
域
的
な
条
件
が
モ
デ
ル
と
な
る
動
物
の
選
定
に
影
響
を
与
え

た
可
能
性
が
あ
る
が
︑
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
陰
部
に
雌
雄
の

区
別
が
あ
る
一
方
で
︑
頭
部
に
は
角
を
有
し
て
い
る
点
が
︑
こ
の
一
群
の
石
獣
の
特
徴
で
あ
る
︒

グ
ル
ー
プ
Ⅱ
に
属
し
︑
か
つ
有
角
で
あ
る
こ
れ
ら
の
石
獣
を
︑
仮
に
グ
ル
ー
プ　

と
し
て
お
こ
う
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
角
が
な
く
雌
雄
差
だ
け
を
も
つ
の
が
︑
₁₄
・
₁₅
で
あ
る
︒
図
₅
は
梁
鄱
陽
忠

烈
王
墓
︵
₁₅
︶
の
石
獣
で
︑
無
角
な
が
ら
生
殖
器
の
雌
雄
の
見
分
け
は
容
易
で
あ
る
︒
こ
う
し
た

も
の
を
グ
ル
ー
プ　

と
す
る
︒
グ
ル
ー
プ　

は
い
ま
の
と
こ
ろ
二
例
︵
疑
わ
し
い
も
の
を
含
め
て

も
三
例
︶
し
か
な
い
が
︑
無
角
獣
に
は
破
損
や
立
地
・
管
理
上
の
制
約
な
ど
に
よ
っ
て
生
殖
器
に
関

Ⅱa

Ⅱb

Ⅱb

図 5　梁鄱陽忠烈王墓石獣（左）（右）
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す
る
情
報
を
欠
く
も
の
が
多
い
の
で
︑
精
査
し
て
い
け
ば
今
後
サ
ン
プ
ル
が
増
え
る
可
能

性
は
あ
る
︒

以
上
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
︑
角
の
本
数
と
生
殖
器
の
雌
雄
の
相
互
関
係
を
直
截

に
検
討
で
き
る
の
は
︑
有
角
雌
雄
獣
で
あ
る
グ
ル
ー
プ　

の
み
で
あ
る
︒
そ
れ
に
つ
い

て
附
表
の
該
当
欄
を
見
比
べ
る
と
︑
独
角
で
あ
る
右
石
獣
は
雄
︑
両
角
の
左
石
獣
は
雌

と
︑
角
の
数
と
雌
雄
と
の
あ
い
だ
に
相
関
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
が
奇
数
す
な

わ
ち
陽
数
︑
二
が
偶
数
す
な
わ
ち
陰
数
で
あ
り
︑
雄
が
陽
︑
雌
が
陰
に
配
さ
れ
る
こ
と

か
ら
す
る
と
︑
こ
の
﹁
相
関
性
﹂
の
背
後
に
伝
統
的
な
二
元
的
宇
宙
論
で
あ
る
陰
陽
説

と
の
関
連
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
︒

こ
の
点
に
関
連
し
て
︑
す
こ
ぶ
る
示
唆
的
な
の
は
︑
梁
文
帝
建
陵
︵
₁₀
︶
の
神
道
に

残
存
す
る
︑
左
右
の
石
柱
の
形
式
で
あ
る
︒
両
石
柱
の
上
部
に
は
︑﹁
太
祖
文
皇
帝
之

神
道
﹂
と
い
う
同
一
の
文
言
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
が
︑
そ
の
文

字
を
み
る
と
︑
右
石
柱
の
文
字
は
正
文
︑
左
石
柱
は
反
文
に
な
っ
て
い
る
︵
図
₆
︶︒

正
文
が
陽
︑
反
文
が
陰
を
示
す
こ
と
は
︑
改
め
て
贅
言
を
要
す
ま
い
︒
つ
ま
り
︑
神
道

の
左
右
の
石
柱
の
文
字
に
つ
い
て
も
︑
グ
ル
ー
プ　

の
石
獣
の
角
や
生
殖
器
と
同
じ

く
︑﹁
右
＝
陽
﹂﹁
左
＝
陰
﹂
と
い
う
対
応
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
て
み

る
と
︑
石
獣
の
角
も
生
殖
器
も
︑
本
質
的
に
陰
陽
の
別
と
結
び
つ
い
た
︑
一
種
の
﹁
陰

陽
表
現
﹂
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒

さ
て
︑
角
と
生
殖
器
が
と
も
に
陰
陽
を
表
現
す
る
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
と
︑

自
ず
と
生
じ
て
く
る
の
は
︑
左
右
と
も
雄
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
や
左
右
と
も
角
を
欠
落

さ
せ
た
グ
ル
ー
プ　

の
よ
う
な
︑
角
と
生
殖
器
の
表
現
が
一
致
し
な
い
形
式
が
出
現
す

Ⅱa
Ⅱa

Ⅱb

図 6　梁文帝建陵神道石柱（左）（右）
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る
の
は
な
ぜ
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
破
格
の
表
現
の
存
在
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
︑
角
と
生
殖
器
と
で
陰
陽
と
の
﹁
結
び

つ
き
﹂
か
た
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
両
者
の
象
徴
と
し
て
の
性
質
の
差
異
が
︑
場
合
に
よ
っ
て
︑

陰
陽
表
現
の
相
違
を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
で
は
︑
そ
の
﹁
象
徴
と
し
て
の
性
質
﹂
と
は
︑
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

三
．
角
と
生
殖
器
の
示
す
も
の

南
朝
石
獣
の
角
と
生
殖
器
の
象
徴
性
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
︑
最
初
に
留
意
す
べ
き
点
は
︑
有
角
獣
は
皇
帝
陵
に
︑
無
角

獣
は
王
侯
陵
に
配
さ
れ
る
と
い
う
大
原
則
で
あ
る
︒
従
来
︑
皇
帝
陵
石
獣
の
特
徴
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
角
だ
け
で
あ
っ
た︵
₁₄
︶が
︑

前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
と
お
り
︑
左
右
と
も
雄
生
殖
器
を
も
つ
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
の
石
獣
も
︑
そ
の
す
べ
て
が
有
角
獣
で
あ
っ
た
︒
と
す
る

と
︑
角
だ
け
で
な
く
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
も
ま
た
︑
墓
主
が
皇
帝
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
問
題
に
な
る
の
が
︑
角
に
お
い
て
は
皇
帝
陵
の
特
徴
を
も
ち
な
が
ら
生
殖
器
の
表
現
は
王
侯
陵
と
共
通
す
る

一
群
︑
す
な
わ
ち
グ
ル
ー
プ　

で
あ
る
︒
そ
の
表
現
に
内
在
す
る
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
グ
ル
ー
プ　

に
属
す
る
諸
陵
の
墓
主

に
つ
い
て
︑
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
︒

時
代
順
に
も
っ
と
も
遡
る
の
は
︑
₆
の
斉
宣
帝
で
あ
る
︒
南
斉
の
宣
帝
は
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
二
高
帝
紀
下
︑
建
元
元
︹
四
七
九
︺
年
条
に
︑

五
月
︙
︙
丙
寅
︑
皇
考
を
追
尊
し
て
宣
皇
帝
と
曰
ひ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
皇
妣
を
孝
皇
后
と
為
し
︑
妃
を
昭
皇
后
と
為
す
︒

と
あ
る
と
お
り
︑
あ
く
ま
で
も
追
尊
皇
帝
で
あ
っ
て
︑
生
前
に
帝
位
に
即
い
た
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
点
は
₃
の
斉
景
帝
も
同
様
で
︑
そ

の
こ
と
は
﹃
南
斉
書
﹄
巻
四
五
始
安
貞
王
道
生
伝
に
︑

Ⅱa

Ⅱa

南
朝
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墓
神
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始
安
の
貞
王
︵
蕭
︶
道
生
︑
字
は
孝
伯
︑
太
祖
の
次
兄
な
り
︒
宋
の
世
に
奉
朝
請
と
為
り
︑
卒
す
︒
建
元
元
年
︑
追
封
謚
す
︒
建
武

元
︹
四
九
四
︺
年
︑
追
尊
し
て
景
皇
と
為
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
妃
の
江
氏
を
后
と
為
す
︒

と
み
え
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
梁
書
﹄
巻
二
武
帝
紀
中
︑
武
帝
天
監
元
年
︹
五
〇
二
︺
夏
四
月
条
が
︑

皇
考
を
追
尊
し
て
文
皇
帝
と
為
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
廟
を
太
祖
と
曰
ひ
︑
皇
妣
を
獻
皇
后
と
為
す
︒
妃
の
郗
氏
に
追
謚
し
て
德
皇
后
と
為
す
︒

と
伝
え
る
よ
う
に
︑
₁₀
の
梁
文
帝
も
ま
た
追
尊
皇
帝
で
あ
る
︒

一
方
︑
₇
の
斉
東
昏
侯
は
︑
右
の
三
例
と
異
な
る
背
景
を
も
つ
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
七
東
昏
侯
紀
に
詳
し
く
み
え
て

い
る
︒永

元
三
年
︹
五
〇
一
︺︵
十
二
月
︶︙
︙
王
珍
國
・
張
稷 

禍
の
及
ぶ
を
懼
れ
︑
兵
を
率
ゐ
て
殿
に
入
り
︑
軍
を
分
か
ち
て
又
た
西
上
閣

よ
り
後
宮
に
入
り
て
之
れ
を
斷
ち
︑
御
刀
豐
勇
之 
内
應
を
為
す
︒
是
の
夜
︑
帝 

含
德
殿
に
在
り
て
笙
歌
を
吹
き
て
﹁
女
兒
子
﹂
を

作
し
︑
臥 

未
だ
熟
せ
ず
︒
兵 

入
る
と
聞
き
︑
北
戸
よ
り
趨
出
し
て
後
宮
に
還
ら
ん
と
欲
す
︒
清
曜
閤 

已
に
閉
ぢ
︑
閹
人
禁
防
黃
泰

平 

刀
を
以
て
其
の
膝
を
傷
つ
け
︑
地
に
仆
る
︒
顧
み
て
曰
は
く
︑﹁
奴 

反
く
か
﹂
と
︒
直
後
張
齊 

首
を
斬
り
て
梁
王
に
送
る
︒
宣

德
太
后
︙
︙
又
た
漢
の
海
昏
侯
の
故
事
に
依
り

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
東
昏
侯
に
追
封
せ
し
む

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

︵ヽ
₁₅
︶︒

最
後
の
一
文
中
に
あ
る
﹁
漢
の
海
昏
侯
﹂
と
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
昭
帝
の
死
後
に
霍
光
に
擁
立
さ
れ
︑
ま
も
な
く
廃
さ
れ
た
昌
邑
王

劉
賀
の
こ
と
で
あ
る
︒
宣
徳
太
后
は
︑
廃
帝
と
な
っ
た
蕭
宝
巻
を
漢
の
廃
帝
・
海
昏
侯
劉
賀
に
な
ぞ
ら
え
て
︑
東
昏
侯
と
い
う
封
号
を

も
っ
て
追
封
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

と
い
っ
て
も
︑
海
昏
侯
と
東
昏
侯
と
で
は
︑
事
情
の
異
な
る
点
も
あ
る
︒
海
昏
侯
が
皇
帝
か
ら
列
侯
に
貶
さ
れ
た
の
ち
も
存
命
し
た
の

九
二



に
対
し
︑
東
昏
侯
が
臣
下
に
殺
害
さ
れ
て
帝
位
か
ら
退
け
ら
れ
た
こ
と
も
そ
う
だ
が
︑
よ
り
重
要
な
の
は
︑
わ
ず
か
二
七
日
で
位
を
追
わ

れ
た
海
昏
侯
と
は
対
照
的
に
︑
東
昏
侯
が
三
年
間
も
在
位
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
経
緯
を
詳
し
く
確
認
す
る
と
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻

六
明
帝
紀
に
︑

︵
明
帝
建
武
五
︹
四
九
八
︺
年
︶
夏
四
月
甲
寅
︑
改
元
し
︑
三
署
の
囚
繫
を
赦
し
て
原
除
す
る
こ
と
各
お
の
差
有
り
︒
文
武 

位
を
賜

ふ
こ
と
二
等
︒
︙
︙
︵
永
泰
元
年
︶
秋
七
月
︙
︙
己
酉
︑
帝 

正
福
殿
に
崩
ず
︒
年
四
十
七
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
明
帝
に
よ
っ
て
年
号
が
建
武
か
ら
永
泰
に
改
め
ら
れ
た
あ
と
︑
同
年
秋
に
明
帝
が
崩
御
す
る
︒
そ
れ
を
承
け
て
即
位
し

た
太
子
の
宝
巻
す
な
わ
ち
の
ち
の
東
昏
侯
が
︑
翌
年
の
正
月
を
待
っ
て
踰
年
改
元
し
た
こ
と
は
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
七
東
昏
侯
紀
に
︑

東
昏
侯
寶
卷
︑
字
は
智
藏
︑
高
宗
の
第
二
子
な
り
︒
︙
︙
建
武
元
︹
四
九
四
︺
年
︑
立
ち
て
皇
太
子
と
為
る
︒
︙
︙
永
泰
元
年
七
月

己
酉
︑
高
宗
崩
じ
︑
太
子 

即
位
す
︒
︙
︙
永
元
元
年
春
正
月
戊
寅
︑
大
赦
・
改
元
す
︒

と
み
え
て
い
る
︒
こ
の
年
号
・
永
元
は
三
年
ま
で
続
き
︑
三
年
の
二
月
に
及
ん
で
︑
江
陵
に
お
い
て
東
昏
侯
に
叛
旗
を
翻
し
た
蕭
衍
ら
が

南
康
王
を
擁
立
す
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
八
和
帝
紀
に
︑

︵
永
元
︶
三
年
︙
︙
二
月
︙
︙
己
巳
︑
羣
僚
︵
南
康
王
に
︶
尊
號
を
上

た
て
ま
つり
︑
宗
廟
及
び
南
北
郊
を
立
つ
︒
︙
︙
中
興
元
年
春
三
月
乙
巳
︑

皇
帝
の
位
に
即
き
︑
大
赦
・
改
元
す
︒
文
武 

位
を
賜
ふ
こ
と
二
等
︒
鰥
寡
孤
獨
の
自
ら
存
す
る
能
は
ざ
る
者
に
は
︑
穀 

人
ご
と
に

五
斛
︒
即
ち
永
元
三
年
な
り
︒

と
あ
る
と
お
り
で
あ
る
︒
そ
し
て
同
年
末
に
蕭
衍
の
軍
が
建
康
に
入
り
︑
東
昏
侯
は
近
臣
に
弑
逆
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶

九
三



渡
辺
信
一
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
即
位
の
の
ち
元
会
儀
礼
を
経
て
君
臣
関
係
を
更
新
す
る
こ
と
は
︑
新
皇
帝
の
正
統
性
が
承
認
さ
れ

る
た
め
に
必
要
な
契
機
と
考
え
ら
れ
て
い
た︵
₁₆
︶︒
こ
の
点
に
お
い
て
東
昏
侯
は
海
昏
侯
と
異
な
り
︑
即
位
の
翌
年
に
元
会
儀
礼
を
行
い
︑

年
号
を
改
め
て
い
た
︒
し
か
も
東
昏
侯
は
︑
そ
の
年
号
の
も
と
で
︑
翌
年
も
元
会
儀
礼
を
臣
下
と
と
も
に
し
て
い
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑

東
昏
侯
の
死
後
の
身
分
は
侯
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
以
前
に
は
確
か
に
皇
帝
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
事
実
は
和
帝
や
蕭
衍
に
も
否
定
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
東
昏
侯
の
こ
う
し
た
﹁
皇
帝
で
あ
っ
て
皇
帝
で
な
い
﹂
中
途
半
端
な
立
ち
位
置
は
︑﹁
皇
帝
で
は
な

か
っ
た
が
皇
帝
号
を
贈
ら
れ
た
﹂
追
尊
皇
帝
と
︑︵
生
前
・
死
後
の
扱
い
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
︑︶
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ

る
︒
東
昏
侯
墓
の
石
獣
が
他
の
三
人
の
追
尊
皇
帝
と
同
じ
く
グ
ル
ー
プ　

に
属
し
て
い
る
理
由
を
︑
こ
の
点
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
グ
ル
ー
プ　

は
︑﹁
正
式
な
皇
帝
で
は
な
い
存
在
﹂
を
表
現
し
て
い
る
と
考
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
朱
希
祖︵
₁₇
︶以
来
ひ
ろ
く
東
昏
侯
墓
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
金
家
村
南
朝
墓
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
梁
の
最
後
の
皇
帝
・
敬
帝
の

陵
墓
と
す
る
曽
布
川
寛
の
見
解
が
あ
る︵
₁₈
︶︒
こ
れ
は
説
得
力
あ
る
主
張
で
あ
り
︑
無
視
で
き
な
い
︒
よ
っ
て
︑
同
墓
が
梁
敬
帝
蕭
方
智

墓
で
あ
っ
た
場
合
に
も
同
様
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
︑
念
の
た
め
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
以
下
︑﹃
梁
書
﹄
巻
六

敬
帝
紀
の
記
載
に
従
い
な
が
ら
︑
簡
単
に
み
て
お
こ
う
︒

敬
帝
の
即
位
に
至
る
経
緯
は
や
や
複
雑
で
あ
る
︒

敬
皇
帝
︑
諱
は
方
智
︑
字
は
慧
相
︑
小
字
は
法
真
︑
世
祖
の
第
九
子
な
り
︒
︙
︙
︵
元
帝
︶
承
聖
︙
︙
三
︹
五
五
四
︺
年
十
一
月
︑

江
陵 

陷
る
︒
太
尉
揚
州
刺
史
王
僧
辯
・
司
空
南
徐
州
刺
史
陳
霸
先 

議
を
定
め
︑
帝
を
以
て
太
宰
承
制
と
為
し
︑
奉
迎
し
て
京
師
に

還
る
︒
四
年
二
月
癸
丑
︑
尋
陽
よ
り
至
り
︑
朝
堂
に
入
居
す
︒
︙
︙
三
月
︑︵
北
︶
齊 

其
の
上
黨
王
高
渙
を
遣
は
し
て
貞
陽
侯
蕭
淵

明
を
送
り
︑
來
た
り
て
梁
の
嗣
を
主
と
せ
し
む
︒
︙
︙
七
月
辛
丑
︑
王
僧
辯 

貞
陽
侯
蕭
淵
明
を
納
れ
︑
采
石
よ
り
江
を
濟
る
︒
甲
辰
︑

京
師
に
入
り
︑
帝
を
以
て
皇
太
子
と
為
す
︒
九
月
甲
辰
︑
司
空
陳
霸
先 
舉
義
し
︑
王
僧
辯
を
襲
殺
し
て
蕭
淵
明
を
黜
く
︒
丙
午
︑

帝 

皇
帝
の
位
に
即
く
︒

Ⅱa

Ⅱa

九
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こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
元
帝
が
拠
点
の
江
陵
を
西
魏
に
攻
め
落
と
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
︑
蕭
方
智
は
王
僧
弁
・
陳
覇
先

に
擁
立
さ
れ
︑
翌
年
建
康
に
至
っ
て
朝
堂
に
入
っ
た
も
の
の
︑
北
斉
の
干
渉
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
王
僧
弁
に
よ
っ
て
皇
太
子
と
さ
れ
た
︒

が
︑
ま
も
な
く
陳
覇
先
が
王
僧
弁
を
倒
し
た
こ
と
で
︑
皇
帝
と
な
っ
た
︒
こ
の
直
後
︑
立
年
称
元
し
て
承
聖
四
年
を
紹
泰
元
年
に
改
め
て

い
る
︒紹

泰
元
︹
五
五
五
︺
年
冬
十
月
己
巳
︑
詔
し
て
曰
は
く
︑﹁
︙
︙
承
聖
四
年
を
改
め
て
紹
泰
元
年
と
為
す
べ
し
︒
天
下
に
大
赦
し
︑

内
外
の
文
武 

位
を
賜
ふ
こ
と
一
等
﹂
と
︒

さ
ら
に
︑

太
平
元
︹
五
五
六
︺
年
︙
︙
九
月
壬
寅
︑
改
元
・
大
赦
す
︒
孝
悌
・
力
田
に
爵
を
賜
ふ
こ
と
一
級
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
翌
年
秋
に
太
平
と
改
元
す
る
︒
が
︑
そ
の
さ
ら
に
翌
年
︑
陳
覇
先
に
位
を
奪
わ
れ
︑
ま
も
な
く
世
を
去
る
︒

︵
太
平
︶
二
年
︙
︙
冬
十
月
︙
︙
辛
未
︑
詔
し
て
曰
は
く
︑﹁
︙
︙
今 

便
ち
位
を
別
宮
に
遜の
が

れ
︑
敬
み
て
陳
に
禪
る
︒
一
に
唐
虞
・

宋
齊
の
故
事
に
依
れ
﹂
と
︒
陳
王 

踐
阼
し
︑
帝
を
奉
じ
て
江
陰
王
と
為
す
︒
外
邸
に
薨
じ
︑
時
に
年
十
六
︒
敬
皇
帝
と
追
諡
す
︒

敬
帝
の
死
に
つ
い
て
︑﹃
梁
書
﹄
は
年
を
言
わ
ず
︑﹃
陳
書
﹄
に
は
永
定
二
︹
五
五
八
︺
年
四
月
で
あ
っ
た
と
し
か
記
さ
れ
な
い︵
₁₉
︶が
︑﹃
南

史
﹄
巻
九
陳
本
紀
上
は
︑

︵
陳
武
帝
永
定
︶
二
年
︙
︙
夏
四
月
︙
︙
乙
丑
︑
江
陰
王
の
殂
す
る
は
︑
陳
の
志
な
り
︒

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶

九
五



と
し
て
︑
陳
帝
の
意
思
に
よ
り
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る︵
₂₀
︶︒

右
か
ら
明
ら
か
な
の
は
︑
敬
帝
の
場
合
︑
踰
年
改
元
は
し
て
い
な
い
も
の
の
在
位
中
に
二
回
の
元
会
儀
礼
を
経
て
お
り
︑
紹
泰
元
年
＝

太
平
元
年
が
前
後
の
皇
帝
の
在
位
年
と
重
複
し
な
い
年
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
諡
こ
そ
敬
帝
で
あ
る
が
︑
死
亡
時

の
地
位
は
あ
く
ま
で
も
王
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑﹁﹃
皇
帝
で
あ
っ
て
皇
帝
で
な
い
﹄
中
途
半
端
な
立
ち
位
置
﹂
は
︑
斉
東
昏
侯
と

大
差
が
な
い
︒
よ
っ
て
︑
金
家
村
南
朝
墓
の
墓
主
が
梁
敬
帝
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
本
節
で
の
検
討
結
果
は
同
じ
に
な
る
︒

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
是
と
す
る
と
︑
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
と
グ
ル
ー
プ　

の
関
係
は
︑

︻
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
︼
正
式
な
皇
帝
の
陵
墓
の
石
獣
︙
︙
有
角
︑
雌
雄
の
別
な
し
︵
左
右
と
も
雄
︶

︻
グ
ル
ー
プ　

︼
正
式
で
な
い
皇
帝
の
陵
墓
の
石
獣
︙
︙
有
角
︑
雌
雄
の
別
あ
り

と
い
う
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
と　

の
墓
主
に
は
﹁
皇
帝
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
が
あ

る
﹂
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
︑
か
つ
︑
そ
の
石
獣
に
は
と
も
に
角
が
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
石
獣
の
角
の
存
在
が
示
す
の
は
墓
主
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
﹁
皇
帝
ヽ
ヽ

性ヽ
﹂
で
あ
る

ヽ
ヽ
ヽ
︑
と
い
う
可
能
性
が
導
か
れ
る
︒
同
様
に
︑
両
者
の
あ
い
だ
に
は
︑﹁
正
式
な
皇
帝
で
あ
る
か
な
い
か
﹂
と
い
う
相
違
が
あ
り
︑

そ
れ
に
対
応
し
て
︑
正
式
な
皇
帝
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
雌
雄
の
区
別
が
︑
正
式
な
皇
帝
で
な
い
グ
ル
ー
プ　

の
ほ

う
に
の
み
設
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
か
ら
わ
か
る
の
は
︑
雌
雄
の
区
別
の
存
在
が
示
す
の
は
墓
主
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
﹁
非
皇
帝
性

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
﹂
で
あ
る

ヽ
ヽ
ヽ
こ
と
で
あ

る
︒
そ
も
そ
も
皇
帝
に
な
っ
た
こ
と
が
な
い
王
侯
墓
の
無
角
獣
に
︑
左
右
と
も
雄
の
も
の
が
な
い
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
仮
定
の
傍
証
と
な
る
︒

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
︑﹁
皇
帝
性
﹂
の
象
徴
で
あ
る
角
が
正
式
で
な
い
皇
帝
に
も
付
さ
れ
︑
そ
れ
が
存
在
す
る
場
合
に
は
常
に
陰
陽

一
対
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑﹁
非
皇
帝
性
﹂
の
象
徴
で
あ
る
生
殖
器
は
正
式
な
皇
帝
に
つ
い
て
の
み
陽
＋
陽
の
組
み
合
わ
せ
と
な
り
︑
そ

れ
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
い
つ
も
陰
陽
一
対
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
角
と
生
殖
器
の
﹁
象
徴
と
し
て
の
性
質
﹂
の
相
違
が
︑

﹁
陰
陽
と
の
結
び
つ
き
か
た
﹂
の
違
い
と
な
っ
て
発
現
す
る
の
は
︑
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
︒

注
目
す
べ
き
は
︑
二
つ
の
陰
陽
表
現
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
示
さ
れ
る
︑
陰
陽
の
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
︒
角
に
陰

陽
の
区
別
が
あ
り
な
が
ら
生
殖
器
は
左
右
と
も
陽
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
の
陰
陽
表
現
は
︑
そ
れ
を
ト
ー
タ
ル
と
し
て
み
た
場
合
︑
陽
気
が

過
剰
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
他
方
︑
無
角
で
生
殖
器
に
陰
陽
の
区
別
が
あ
る
グ
ル
ー
プ　

は
︑
相
対
的
に
み
て
陰
気
が
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過
剰
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
換
言
す
る
と
︑
正
式
な
皇
帝
は
陽
と
し
て
の
性
質
の
強
い
︑
王
侯
は
陰
の
性
質
の
強
い
存
在
だ
と
捉
え
ら
れ

る
︒
こ
れ
は
応
劭
﹃
漢
官
儀
﹄
が
︑
公
印
の
鈕
式
の
こ
と
と
し
て
︑

印
は
︑
因
な
り
︒
虎
紐
な
る
所
以
は
︑
陽
の
類
な
れ
ば
な
り
︒
虎
は
︑
獸
の
長
な
り
︒
其
の
威
猛
よ
り
取
り
て
︑
以
て
群
下
を
執
伏

す
る
な
り
︒
龜
は
︑
陰
の
物
な
り
︒
甲
を
抱
き
文
を
負
ひ
︑
時
に
隨
ひ
て
蟄
藏
す
︒
以
て
臣
道 

功
成
り
て
退
く
を
示
す
な
り
︒

と
み
え
る
よ
う
な
︑︵
虎
鈕
印
を
用
い
る
︶
皇
帝
の
﹁
陽
﹂
性
と
︵
亀
鈕
印
を
用
い
る
︶
臣
下
の
﹁
陰
﹂
性
と
の
関
連
を
示
唆
す
る︵
₂₁
︶︒

そ
う
し
た
皇
帝
と
王
侯
の
身
分
の
違
い
を
表
現
す
る
た
め
に
︑
あ
え
て
皇
帝
や
王
侯
の
石
獣
に
つ
い
て
は
左
右
の
空
間
配
置
と
一
致
し
な

い
部
分
を
設
け
た
の
だ
と
す
れ
ば
︑
石
獣
の
陰
陽
表
現
が
場
合
に
よ
っ
て
ア
シ
ン
メ
ト
リ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
納
得
が
い
く
︒
そ
の
際
︑

陽
の
強
さ
を
示
す
た
め
の
手
段
と
し
て
角
で
は
な
く
生
殖
器
が
選
ば
れ
た
の
は
︑
雄
獣
の
﹁
威
猛
﹂
な
イ
メ
ー
ジ
に
頼
ろ
う
と
し
た
か
ら

で
あ
ろ
う︵
₂₂
︶︒

と
す
る
と
︑
左
右
の
石
獣
は
︑
左
右
の
空
間
配
置
に
則
し
た
陰
陽
を
単
純
に
示
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
陰
陽
表
現
の
一
部
を
意
図
的

に
破
格
に
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
︑
君
臣
秩
序
を
も
可
視
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
と
い
え
る
︒
そ
の
結
果
︑
角
あ
る
い
は
生

殖
器
が
左
右
の
陰
陽
と
対
応
し
な
い
作
例
も
現
れ
た
が
︑
そ
れ
は
両
者
の
﹁
陰
陽
と
の
結
び
つ
き
か
た
﹂
が
違
う
か
ら
と
い
う
よ
り
︑

﹁﹃
左
右
に
対
応
し
た
陰
陽
﹄
と
の
結
び
つ
き
か
た
﹂
が
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
角
も
生
殖
器
も
︑
陰
陽
と
結
び
つ
い
て
い
た
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
同
じ
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
発
現
の
さ
せ
か
た
に
差
を
つ
け
る
こ
と
で
︑
墓
主
の
立
場
の
微
妙
な
違
い
を
表
す
こ

と
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
石
獣
を
生
殖
器
に
至
る
ま
で
細
か
く
観
察
す
る
こ
と
な
く
︑
有
角
・
無
角

あ
る
い
は
左
右
と
い
う
単
純
な
図
式
を
立
て
︑
そ
れ
に
石
獣
の
ほ
う
を
強
引
に
当
て
は
め
て
き
た
た
め
に
︑
こ
の
よ
う
な
重
大
な
問
題
が

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

と
も
か
く
以
上
を
も
っ
て
︑
石
獣
の
角
と
生
殖
器
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
角
の
存
在
が
墓
主
の
皇
帝
性
を
︑
雌
雄

の
別
が
墓
主
の
非
皇
帝
性
を
示
す
と
い
う
の
は
︑
す
こ
ぶ
る
明
快
な
構
図
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
で
結
論
で
き
れ
ば
話
は
簡
単
な
の
で
あ
る
が
︑
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道
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し
か
し
ま
だ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
っ
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑

 

①　

斉
前
廃
帝
欝
林
王
墓
︵
₁₈
︶・
後
廃
帝
海
陵
王
墓
︵
₁₉
︶
の
墓
主
は
い
ず
れ
も
廃
帝
で
あ
る
が
︑
そ
の
石
獣
が
同
じ
く
廃
帝
で
あ

る
斉
東
昏
侯
︵
あ
る
い
は
梁
敬
帝
︶
墓
︵
₇
︶
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ　

で
は
な
く
︑
王
侯
墓
と
同
格
の
グ
ル
ー
プ　

に
さ
れ
て
い
る
の

は
な
ぜ
か
︑

②　

梁
昭
明
太
子
は
太
子
に
す
ぎ
な
い
が
︑
な
ぜ
そ
の
陵
墓
︵
₁
︶
に
は
皇
帝
と
同
格
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
の
石
像
が
配
さ
れ
た
の
か
︑

の
二
点
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
②
に
つ
い
て
は
︑﹃
梁
書
﹄
巻
八
昭
明
太
子
伝
に
︑

︵
武
帝
中
大
通
︶
三
︹
五
三
一
︺
年
︙
︙
四
月
乙
巳
︑︵
太
子
蕭
統
︶
薨
ず
︒
時
に
年
三
十
一
︒
高
祖 

東
宮
に
幸
し
︑
臨
哭
盡
哀
す
︒

詔
し
て
斂
す
る
に
袞
冕
を
以
て
せ
し
む
︒
謚
し
て
昭
明
と
曰
ふ
︒
五
月
庚
寅
︑
安
寧
陵
に
葬
る
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
昭
明
太
子
が
武
帝
に
大
い
に
愛
さ
れ
︑
皇
帝
の
礼
装
で
あ
る
袞
服
・
冕
冠
を
随
葬
さ
れ
て
も
い
る
こ
と
か
ら
︑
特
別
に

皇
帝
と
同
格
の
石
獣
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
る
の
が
適
切
で
あ
る︵
₂₃
︶が
︑
検
討
を
要
す
る
の
は
①
で
あ
る
︒
石
獣
の
角
や
生
殖
器
が

﹁
皇
帝
性
﹂
や
﹁
非
皇
帝
性
﹂
を
反
映
す
る
の
だ
と
す
る
と
︑
逆
に
︑
廃
帝
と
い
う
立
場
を
同
じ
く
す
る
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
﹁
皇

帝
性
﹂﹁
非
皇
帝
性
﹂
の
表
現
の
差
を
と
お
し
て
︑﹁
皇
帝
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒

節
を
改
め
よ
う
︒

四
．
廃
帝
の
石
獣
と
皇
帝
制
度
の
本
質

斉
鬱
林
王
の
在
位
は
短
い
︒﹃
南
斉
書
﹄
巻
四
鬱
林
王
紀
に
よ
る
と
︑
そ
の
あ
ら
ま
し
は
こ
う
で
あ
る
︒

︵
武
帝
永
明
︶
十
一
ヽ
ヽ
︹
四
九
三
︺
年ヽ
︙
︙
世
祖 

崩
じ
︑
太
孫 

即
位
す

ヽ
ヽ
ヽ
︒
︙
︙
隆
昌
元

ヽ
ヽ
ヽ
︹
四
九
四
︺
年
春
正
月

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
丁
未
︑
改
元
ヽ
ヽ
・
大
赦
すヽ
︒
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︙
︙
秋
七
月

ヽ
ヽ
ヽ
︙
︙
二
十
二
日
壬
辰
︑
︙
︙
帝 

壽
昌
殿
に
在
り
︑
外
に
變
有
り
と
聞
き
︑
内
殿
の
諸
房
の
閤
を
閉
ざ
さ
し
め
︑
閹
人

を
し
て
興
光
樓
に
登
り
て
望
ま
し
む
︒
︙
︙
帝 

竟
に
一
言
も
無
し
︒
西
弄
に
出
だ
し
て
之
れ
を
殺
す

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︒
時
に
年
二
十
二
︒
尸
を
輿

ぎ
て
徐
龍
駒
の
宅
に
出
だ
し
︑
殯
葬
は
王
の
禮
を
以
て
す

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︒
餘
黨
も
亦
た
誅
せ
ら
る
︒

こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
鬱
林
王
は
即
位
の
の
ち
踰
年
改
元
し
た
も
の
の
︑
同
じ
年
の
う
ち
に
殺
害
さ
れ
︑
王
の
礼
を
も
っ
て
葬
ら
れ

た
︒
そ
の
跡
を
襲
っ
た
の
が
海
陵
王
で
あ
る
︒﹃
南
斉
書
﹄
巻
五
海
陵
王
紀
に
よ
る
と
︑

延
興
元

ヽ
ヽ
ヽ
︹
四
九
四
︺
年
秋
七
月

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
丁
酉
︑
皇
帝
の
位
に
即
く

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︒
︙
︙
大
赦
・
改
元
す

ヽ
ヽ
ヽ
︒
︙
︙
冬
十
月

ヽ
ヽ
ヽ
︙
︙
辛
亥
︑
皇
太
后 

令
し
て
曰

は
く
︑﹁
︙
︙
帝
は
降
し
て
海
陵
王
に
封
ず
べ
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︒
吾 

當
に
別
館
に
歸
老
す
べ
し
︒
︙
︙
﹂
と
︒︵
明
帝
︶
建
武
元
︹
四
九
四
︺
年
︑

詔
し
て
︑﹁
海
陵
王
に
は
漢
の
東
海
王
彊
の
故
事
に
依
り
︑
虎
賁
・
旄
頭
・
畫
輪
車
を
給
す
︒
鍾
虡
の
宮
縣
を
設
け
︑
供
奉
の
須
ふ

る
所
は
每
に
隆
厚
を
存た

も

て
﹂
と
︒

と
あ
り
︑
鬱
林
王
の
立
て
た
年
号
を
同
年
の
う
ち
に
改
め
る
も
︑
ほ
ど
な
く
し
て
王
に
降
格
さ
れ
た
︒
た
だ
し
そ
の
礼
遇
は
︑﹁
漢
東
海

王
彊
の
故
事
﹂
に
依
っ
て
︑
他
の
王
よ
り
も
高
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒

漢
の
東
海
王
彊
と
は
︑
光
武
帝
の
長
子
劉
彊
の
こ
と
で
あ
る
︒﹃
後
漢
書
﹄
伝
三
二
東
海
王
劉
彊
列
伝
に
︑

東
海
恭
王
彊
︒
建
武
二
︹
二
六
︺
年
︑
母
の
郭
氏
を
立
て
て
皇
后
と
為
し
︑
彊
を
皇
太
子
と
為
す
︒
十
七
年
に
し
て
郭
后 

廢
せ
ら
れ
︑

彊 

常
に
慼
慼
と
し
て
自
安
せ
ず
︑
數
し
ば
左
右
及
び
諸
王
に
因
り
て
其
の
懇
誠
を
陳
べ
︑
蕃
國
に
備
は
ら
ん
こ
と
を
願
ふ
︒
光
武 

忍
び
ず
︑
遲
回
す
る
こ
と
數
歳
に
し
て
︑
乃
ち
焉
れ
を
許
す
︒
十
九
年
︑
封
じ
て
東
海
王
と
為
し
︑
二
十
八
年
︑
就
國
す
︒
帝 

彊

の
廢 

過
ち
を
以
て
せ
ず
︑
去
就 

禮
有
る
を
以
て
の
故
に
︑
優
す
る
に
大
封
を
以
て
し
︑
兼
ね
て
魯
郡
に
食
ま
し
め
︑
合
は
せ
て
二

十
九
縣
な
り
︒
虎
賁
・
旄
頭
を
賜
ひ
︑
宮
殿
に
は
鐘
虡
の
縣
を
設
け
て
︑
乘
輿
に
擬
す
︒
︙
︙
︵
明
帝
︶
永
平
元
︹
五
八
︺
年
︑
彊 
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病
み
︑
︙
︙
薨
ず
る
に
及
び
て
︑
︙
︙
天
子
︙
︙
司
空
を
し
て
節
を
持
し
て
喪
事
を
護
し
︑
大
鴻
臚
を
し
て
副
ひ
︑
宗
正
・
將
作
大

匠
を
し
て
喪
事
を
視
し
む
︒
贈
る
に
殊
禮
を
以
て
し
︑
升
龍
・
旄
頭
・
鸞
輅
・
龍
旂
・
虎
賁
百
人
︒

と
あ
る
と
お
り
︑
劉
彊
は
太
子
の
位
を
異
母
弟
の
明
帝
に
譲
っ
た
が
︑﹁
乘
輿
に
擬
す
﹂
つ
ま
り
皇
帝
と
同
格
の
礼
器
を
用
い
る
こ
と
を

許
さ
れ
て
い
た
︒
海
陵
王
も
鍾
虡
の
宮
縣︵
₂₄
︶を
許
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
東
海
王
と
同
じ
く
皇
帝
の
礼
を
も
っ
て
遇
さ
れ
て
い
た

と
み
て
よ
い
︒
同
じ
理
由
で
︑
廃
位
の
翌
月
に
落
命
し
た
際
も
︑﹃
南
斉
書
﹄
巻
五
海
陵
王
紀
に
︑

十
一
月
︑
王 

疾
有
り
と
稱
し
て
︑
數
し
ば
御
師
を
遣
は
し
て
占
視
し
︑
乃
ち
之
れ
を
殞
せ
し
む
︒
溫
明
の
祕
器

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
・
衣
一
襲
を
給
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑

斂
す
る
に
衮
冕
の
服
を
以
て
す

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︒
大
鴻
臚

ヽ
ヽ
ヽ 

喪
事
を
監
護
す

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︒
葬
に
轀
輬
車

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
・
九
旒
大
輅

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
・
黃
屋
左
纛

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
・
前
後
部
の
羽
葆
鼓
吹

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
・
挽ヽ

歌
二
部
を
給
す
る
こ
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
東
海
王
の
故
事
に
依
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︒
謚
し
て
恭
王
と
曰
ふ
︒
年
十
五
︒

と
み
え
る
ご
と
く
︑
そ
の
葬
礼
の
格
式
は
皇
帝
に
近
い
も
の
と
さ
れ
た
︒

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
鬱
林
王
と
海
陵
王
は
と
も
に
廃
帝
だ
が
︑
立
場
に
は
異
同
が
あ
る
︒
相
違
点
と
し
て
と
く
に
際
立
っ
て
い

る
の
は
︑
鬱
林
王
が
踰
年
改
元
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
海
陵
王
は
立
年
称
元
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
前
節
で
み
た
と
お
り
︑
即
位
後
に

新
年
を
迎
え
︑
元
会
儀
礼
を
経
る
こ
と
は
︑
皇
帝
が
皇
帝
と
み
な
さ
れ
る
必
須
条
件
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
︑
鬱
林
王
は
正
式

な
皇
帝
と
み
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
︑
一
方
の
海
陵
王
は
皇
帝
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
両
者
が
受
け
た
礼
遇
は
む

し
ろ
逆
転
し
て
い
て
︑
鬱
林
王
は
王
扱
い
︑
海
陵
王
は
皇
帝
扱
い
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
そ
の
陵
墓
に
置
か
れ
た
石
獣
は
い
ず
れ
も
グ
ル
ー

プ　

の
無
角
雌
雄
獣
で
︑
死
後
に
侯
と
し
て
遇
さ
れ
た
東
昏
侯
よ
り
も
さ
ら
に
格
下
で
あ
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
わ
か
る
の
は
︑
葬
礼
の
格
式
が
石
獣
の
形
式
と
直
接
関
係
し
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
問
題
は
そ
れ
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
い
︒
踰
年
改
元
し
な
か
っ
た
海
陵
王
は
と
も
か
く
︑
鬱
林
王
の
﹁
皇
帝
性
﹂
ま
で
も
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
︑
そ
も

そ
も
元
会
儀
礼
が
皇
帝
の
正
統
性
承
認
の
契
機
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
を
も
疑
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

Ⅱb
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よ
い
の
か
︒

そ
こ
で
鍵
と
な
る
の
が
︑
鬱
林
王
と
海
陵
王
の
共
通
点
︑
す
な
わ
ち
﹁
改
元
後
に
元
会
儀
礼
を
経
ず
廃
さ
れ
︑
年
号
が
失
効
し
て
い
る
﹂

こ
と
で
あ
る
︒
具
体
的
に
言
う
と
︑
鬱
林
王
の
場
合
︑
武
帝
の
永
明
十
一
年
に
即
位
し
︑
翌
年
を
自
ら
の
隆
昌
元
年
と
し
た
も
の
の
︑
そ

の
年
が
終
わ
る
前
に
︑
海
陵
王
に
よ
っ
て
延
興
に
改
元
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
海
陵
王
も
︑
延
興
二
年
を
迎
え
る
こ
と
な
く
︑
明
帝
に
よ
っ

て
年
号
を
改
め
ら
れ
て
︑
延
興
元
年
は
建
武
元
年
に
な
っ
た
︒
と
い
う
よ
う
に
︑
彼
ら
は
自
身
で
新
年
号
を
立
て
た
も
の
の
︑
そ
の
年
号

は
別
の
年
号
に
よ
っ
て
上
書
き
さ
れ
て
し
ま
い
︑
結
局
︑
彼
ら
の
立
て
た
年
号
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
年
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
歴
史
の
上
に
存
在
し
な
く

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

な
っ
て
い
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
の
で
あ
る
︒
言
葉
を
換
え
れ
ば
︑
鬱
林
王
も
海
陵
王
も
︑
独
自
の
年
号
＝
時
間
秩
序
を
も
た
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒

こ
の
点
に
お
い
て
東
昏
侯
は
︑
前
節
で
詳
し
く
確
認
し
た
と
お
り
︑
廃
さ
れ
て
侯
に
貶
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
独
自
の
時
間
秩
序
を
二
年

間
維
持
し
て
い
た
︒
梁
の
敬
帝
も
︑
独
自
の
時
間
秩
序
を
一
年
保
持
し
て
い
た
点
は
同
様
で
あ
る
︒
一
方
︑
そ
の
こ
と
を
除
く
と
︑
廃
帝

と
い
う
位
置
づ
け
︑
廃
位
に
至
る
経
緯
︑
踰
年
改
元
の
有
無
︑
葬
礼
の
格
式
︑
諡
号
の
違
い
な
ど
︑
他
の
い
か
な
る
要
素
に
お
い
て
も
︑

東
昏
侯
・
敬
帝
と
鬱
林
王
・
海
陵
王
と
の
あ
い
だ
に
石
獣
の
形
式
差
を
も
た
ら
す
よ
う
な
決
定
的
な
違
い
は
見
い
だ
せ
な
い
︒
す
る
と
結

果
と
し
て
︑
石
獣
の
角
が
示
す
﹁
皇
帝
性

ヽ
ヽ
ヽ
﹂
の
基
準
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
年
号
を
も
っ
て
自
身
の
時
間
秩
序
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
に
あ
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑

と
の
想
定
に
達
す
る
︒

こ
れ
を
敷
衍
す
る
と
︑﹁
正
式
な
皇
帝
﹂
と
な
る
に
は
元
会
儀
礼
を
経
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
︑
時
間
を
支
配
し
た
証
と
し
て
の
年
号

を
歴
史
上
に
一
年
分
以
上
残
す
必
要
が
あ
っ
た
︑
と
い
う
原
則
が
み
え
て
く
る
︒
確
か
に
﹃
後
漢
書
﹄
紀
六
質
帝
紀
に
は
︑

︵
沖
帝
永
嘉
元
︹
一
四
五
︺
年
︶
五
月
︙
︙
丙
辰
︑
詔
し
て
曰
は
く
︑﹁
孝
殤
皇
帝
は
休
祚
を
永
く
せ
ず
と
雖
も
︑
而
れ
ど
も
位
に
即

き
て
年
を
踰
え
︑
君
臣
の
禮 

成
り
︑
孝
安
皇
帝
は
統
業
を
承
襲
す
︒
而
る
に
前
世 

遂
に
︵
安
帝
の
︶
恭
陵
を
し
て
︵
殤
帝
の
︶
康

陵
の
上
に
在
ら
し
め
︑
先
後 

相
ひ
踰
え
︑
其
の
次
序
を
失
す
︒
宗
廟
の
重
を
奉
じ
︑
無
窮
の
制
を
垂
る
る
所
以
に
非
ず
︒
昔 

定
公 

追
っ
て
順
祀
を
正
し
︑
春
秋 

之
れ
を
善よ
み

す
︒
其
れ
恭
陵
を
し
て
康
陵
に
次
ぎ
︑︵
順
帝
の
︶
憲
陵
を
し
て
恭
陵
に
次
が
し
め
て
︑
以

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶

一
〇
一



て
親
秩
を
序
し
︑
萬
世
の
法
と
為
せ
﹂
と
︒

と
あ
り
︑﹁
位
に
即
き
て
年
を
踰
え
︑
君
臣
の
禮
成
る
﹂
こ
と
が
正
統
な
皇
帝
と
し
て
の
証
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
が
︑
当

の
後
漢
殤
帝
の
ケ
ー
ス
を
﹃
後
漢
書
﹄
に
よ
っ
て
詳
し
く
み
る
と
︑

孝
殤
皇
帝
︑
諱
は
隆
︑
和
帝
の
少
子
な
り
︒︵
和
帝
︶
元
興
元
︹
一
〇
五
︺
年
十
二
月
辛
未
の
夜
︑
皇
帝
の
位
に
即
く
︒
時
に
誕
育

し
て
百
餘
日
な
り
︒
︙
︙︵
殤
帝
︶
延
平
元
︹
一
〇
六
︺
年
︙
︙
八
月
辛
亥
︑
帝
崩
ず
︒
癸
丑
︑
崇
德
の
前
殿
に
殯
す
︒
年
二
歲
︒︵
紀

四
殤
帝
紀
︶

延
平
元
年
︙
︙
八
月
︑
殤
帝 
崩
ず
︒
︙
︙
策
命
を
作
し
て
曰
は
く
︑﹁
惟
れ
延
平
元
年
秋
八
月
癸
丑
︑
皇
太
后 

曰
は
く
︑﹃
︙
︙
今 

侯
︵
長
安
侯
劉
祜
︶
を
以
て
孝
和
皇
帝
の
後
を
嗣
が
し
む
︒
︙
︙
﹄﹂
と
︒
策
を
讀
み
畢
は
り
て
︑
太
尉 

璽
綬
を
奉
上
し
︑
皇
帝
の

位
に
即
く
︒
年
十
三
︒
︙
︙
永
初
元

ヽ
ヽ
ヽ
︹
一
〇
七
︺
年
春
正
月

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
癸
酉
朔
︑
天
下
に
大
赦
す
︒︵
紀
五
安
帝
紀
︶

と
あ
り
︑
殤
帝
が
踰
年
改
元
し
て
同
年
中
に
崩
じ
た
後
も
︑
こ
れ
を
継
い
だ
安
帝
は
年
末
ま
で
そ
の
年
号
を
使
用
し
つ
づ
け
︑
翌
年
に

な
っ
て
改
元
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
殤
帝
の
立
て
た
時
間
秩
序
は
︑
わ
ず
か
一
年
と
は
い
え
︑
歴
史
の
上
に
確
実
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
︒
殤
帝
と
同
様
に
短
期
間
で
崩
じ
た
沖
帝
や
質
帝
の
場
合
も
同
じ
で
︑
踰
年
改
元
し
た
年
号
が
そ
の
年
末
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
︒

と
い
う
よ
り
︑
新
帝
は
踰
年
改
元
す
る
の
が
基
本
だ
か
ら
︑
通
常
の
帝
位
交
替
で
あ
れ
ば
当
然
こ
の
形
に
な
る
わ
け
だ
が
︑
年
末
を
待
た

ず
に
年
号
を
喪
失
し
︑
そ
の
た
め
に
皇
帝
と
し
て
の
存
在
を
否
定
さ
れ
た
斉
鬱
林
王
や
海
陵
王
の
事
例
に
照
ら
す
と
︑
む
し
ろ
﹁
当
然
こ

の
形
に
な
る
﹂
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
本
来
そ
れ
を
行
う
だ
け
で
は
充
分
で
な
か
っ
た
元
会
儀
礼
や
踰
年
改
元
そ
の
も
の
が
︑
正

統
な
皇
帝
と
し
て
認
め
ら
れ
る
契
機
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
を
ふ
ま

え
れ
ば
︑
皇
帝
が
皇
帝
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
︑﹁
元
会
儀
礼
を
経
て
踰
年
改
元
し
︑
か
つ
そ
の
年
号
が
年
末
ま
で
保
持
さ
れ
︵
あ
る

い
は
自
身
が
年
末
ま
で
皇
帝
と
し
て
在
位
し
つ
づ
け
︶︑
歴
史
の
上
に
独
自
の
時
間
秩
序
が
残
る
﹂
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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右
を
約
言
す
れ
ば
︑
皇
帝
制
度
の
本
質
と
は
︑﹁
時
間
の
支
配
の
継
承
﹂
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
独
自
の
時
間
秩
序
を
歴
史
に
残
せ

な
い
皇
帝
は
︑
た
と
え
即
位
儀
礼
を
経
て
い
て
も
︑
元
会
儀
礼
に
よ
っ
て
君
臣
関
係
を
更
新
し
た
と
し
て
も
︑
所
詮
皇
帝
で
は
な
い
︒
そ

の
た
め
︑﹁
時
間
の
支
配
の
継
承
﹂
に
失
敗
し
た
斉
鬱
林
王
や
海
陵
王
は
︑
無
角
雌
雄
獣
を
も
っ
て
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
︒
逆
に
︑
独
自
の
時
間
秩
序
が
一
年
で
も
保
た
れ
さ
え
す
れ
ば
︑
た
と
え
廃
位
さ
れ
て
帝
号
を
剥
奪
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
一
定

の
﹁
皇
帝
性
﹂
を
具
備
し
た
存
在
と
み
な
さ
れ
た
︒
だ
か
ら
斉
東
昏
侯
︵
あ
る
い
は
梁
敬
帝
︶
は
︑
廃
帝
で
あ
り
な
が
ら
︑
追
尊
皇
帝
に

準
ず
る
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
石
獣
の
角
と
生
殖
器
が
示
す
﹁
皇
帝
性
﹂﹁
非
皇
帝
性
﹂
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
︑﹁
正
式
な
皇
帝
﹂
と
し
て
認
め
ら
れ

る
た
め
に
は
何
が
必
要
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
と
も
す
れ
ば
石
獣
の
意
匠
の
一
部
と
し
て
見
逃
さ
れ
が
ち
な
角

や
︑
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
生
殖
器
は
︑
思
い
も
か
け
な
い
形
で
︑﹁
皇
帝
と
は
何
か
﹂
に
つ
い
て
︑
わ
た
し

た
ち
に
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒

結　
　
　

言

本
稿
で
得
ら
れ
た
結
論
は
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

①　

南
朝
陵
墓
石
獣
は
︑
有
角
・
左
右
雄
︑
有
角
・
左
雌
右
雄
︑
無
角
・
左
雌
右
雄
の
三
種
に
分
け
ら
れ
る
︒

② 　

有
角
石
獣
は
常
に
右
独
角
・
左
双
角
で
あ
り
︑
有
角
石
獣
に
雌
雄
の
区
別
が
あ
る
場
合
︑
角
の
本
数
が
示
す
陰
陽
と
生
殖
器
の
示

す
陰
陽
は
︑
必
ず
右
陽
・
左
陰
に
な
る
︒

③ 　

有
角
・
左
右
雄
の
石
獣
は
正
式
な
皇
帝
の
陵
墓
に
︑
有
角
・
左
雌
右
雄
の
石
獣
は
正
式
で
な
い
皇
帝
の
陵
墓
に
︑
無
角
・
左
雌
右

雄
の
石
獣
は
王
侯
の
陵
墓
に
配
さ
れ
る
︒

④　

③
を
換
言
す
れ
ば
︑
石
獣
に
お
け
る
角
は
墓
主
の
﹁
皇
帝
性
﹂
の
︑
生
殖
器
の
雌
雄
は
﹁
非
皇
帝
性
﹂
の
象
徴
で
あ
る
︒

⑤ 　

皇
帝
の
石
獣
が
陽
気
過
剰
︑
王
侯
の
石
獣
が
陰
気
過
剰
に
造
ら
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
群
下
を
執
伏
﹂
す
る
皇
帝
の
立
場
と
︑﹁
時
に

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶

一
〇
三



隨
ひ
て
蟄
藏
﹂
す
る
臣
下
の
立
場
と
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
︒

⑥ 　

自
身
の
立
て
た
年
号
を
歴
史
の
上
に
一
年
以
上
残
せ
な
か
っ
た
皇
帝
は
︑
皇
帝
に
即
位
し
て
い
て
も
︑
踰
年
改
元
し
て
い
て
も
︑

死
後
に
は
王
侯
と
し
て
扱
わ
れ
た
︒

⑦　

よ
っ
て
︑
皇
帝
制
度
の
本
質
は
︑﹁
時
間
の
支
配
の
継
承
﹂
に
あ
る
︒

厳
密
に
い
う
と
︑
改
元
は
皇
帝
で
は
な
く
天
子
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る︵
₂₅
︶の
で
︑
本
稿
に
お
い
て
﹁
正
式
な
皇
帝
﹂
と
し
た
も
の
は
実

際
の
と
こ
ろ
﹁
天
子
﹂
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
天
子
と
皇
帝
の
差
異
の
問
題
に
ま
で
議
論
を
展
開
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
あ
る
が
︑
こ
の
問
題
は
ま
た
別
の
次
元
に
属
す
る
の
で
︑
他
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
︒
本
稿
に
お
い
て
は
︑
左
右
の
石
獣
に
よ
っ

て
︑
陵
墓
・
神
道
を
中
軸
と
し
た
左
右
の
空
間
配
置
だ
け
で
な
く
︑
当
該
陵
墓
が
よ
り
広
範
な
世
界
秩
序
の
中
に
お
い
て
占
め
る
位
置
ま

で
も
が
可
視
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
︑
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
︒

さ
て
︑
門
闕
動
物
像
を
と
お
し
て
そ
れ
が
示
す
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
意
義
は
︑
本
稿
に
よ
っ
て
充
分
に
示
す
こ
と
が

で
き
た
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
門
闕
動
物
像
が
そ
も
そ
も
皇
帝
や
王
侯
の
陵
墓
に
の
み
置
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
ま
た
中
国
文
化
圏
に
限

ら
れ
た
存
在
で
も
な
い
以
上
︑
門
闕
動
物
像
と
皇
帝
制
度
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
ば
か
り
を
議
論
し
て
い
て
も
し
か
た
が
な
い
︒
そ
れ
は
︑

中
国
の
皇
帝
制
度
と
い
う
よ
う
な
矮
小
な
テ
ー
マ
を
越
え
た
︑
さ
ら
に
壮
大
な
世
界
へ
と
︑
わ
れ
わ
れ
を
誘
っ
て
い
る
︒
い
つ
か
そ
う
し

た
﹁
壮
大
な
世
界
﹂
全
体
の
中
に
︑
中
国
の
皇
帝
制
度
を
再
定
置
す
る
こ
と
が
︑
い
ま
の
わ
た
し
に
と
っ
て
の
さ
さ
や
か
な
望
み
で
あ
る
︒

註︵₁
︶　

南
朝
石
獣
に
関
す
る
論
著
は
膨
大
な
数
に
及
ぶ
︒
以
下
で
は
主
要

な
も
の
の
み
列
挙
す
る
︵
発
表
年
順
︶︒

　
　

◯
張
璜
﹃
梁
代
陵
墓
考
﹄︵
一
九
一
二
年
初
出
︒
南
京
：
南
京
出
版

社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
復
刻
版
︶

　
　

◯
民
国
中
央
古
物
保
管
委
員
会
編
輯
委
員
会
︹
編
︺﹃
六
朝
陵
墓
調

査
報
告
﹄︵
一
九
三
五
年
初
出
︒
南
京
：
南
京
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶

　
　

◯
朱
偰
﹃
建
康
蘭
陵
六
朝
陵
墓
図
考
﹄︵
一
九
三
六
年
初
出
︒
北
京
：

中
華
書
局
︑
二
〇
〇
六
年
︶

　
　

◯B
arry, Till., Som

e O
bservations on Stone W

inged C
him

eras at 
A

ncient C
hinese Tom

b Sites, Artibus Asiae, Vol. ₄₂, N
o. ₄, 

A
scona: ₁₉₈₀.

一
〇
四



　
　

◯
姚
遷
・
古
兵
︹
編
︺﹃
六
朝
藝
術
﹄︵
北
京
：
文
物
出
版
社
︑
一
九

八
一
年
︶

　
　

◯
町
田
章
﹁
南
斉
帝
陵
考
﹂︵
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
創
立
三
〇

周
年
記
念
論
文
集
刊
行
会
︹
編
︺﹃
文
化
財
論
叢
﹄︑
京
都
：
同
朋
舍
︑

一
九
八
三
年
︑
所
収
︶

　
　

◯
曽
布
川
寛
﹁
南
朝
帝
陵
の
石
獣
と
磚
画
﹂︵﹃
東
方
学
報
﹄
六
三
︑

京
都
：
一
九
九
一
年
︒﹃
中
国
美
術
の
図
像
と
様
式
﹄︑
東
京
：
中
央

公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
︑
所
収
︶

　
　

◯
羅
宗
真
﹃
六
朝
考
古
﹄︵
南
京
：
南
京
大
学
出
版
社
︑
一
九
九
六

年
︶

　
　

◯
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
︹
編
︺﹃
図
録　

中
国
南
朝
陵
墓

の
石
造
物　

南
朝
石
刻
﹄︵
奈
良
：
橿
原
考
古
学
研
究
所
︑
二
〇
〇

二
年
︶

　
　

◯
岡
林
孝
作
﹁
南
朝
皇
帝
陵
の
再
検
討

─
石
獣
の
編
年
を
中
心
に

─
﹂︵﹃
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
﹄
一
四
︑
東
京
：
八
木
書
店
︑

二
〇
〇
三
年
︑
所
収
︶

　
　

◯
山
本
健
治
﹁
南
京
・
丹
陽
南
朝
陵
墓
有
角
石
獣
調
査
報
告
﹂︵
₁
︶

︵
₂
︶︵﹃
阪
南
論
集
﹄
人
文
・
自
然
科
学
編
四
二

－

一
・
四
三

－

一
︑

松
原
：
二
〇
〇
六
～
二
〇
〇
七
年
︶
※
︵
₃
︶
以
降
は
未
発
表
で
︑

未
完
︒

　
　

◯
山
本
謙
治
・
来
村
多
加
史
﹃
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
環
東
海
地
域
に

お
け
る
南
朝
文
化
伝
播
の
諸
相
と
伝
播
経
路
に
関
す
る
基
礎
研
究
﹄

︵
平
成
一
六
～
一
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
基
盤
研
究
🄒
︶
研

究
成
果
報
告
書
︑
二
〇
〇
六
年
︶

　
　

◯K
ieser, A

nnette., G
rabanlagen der H

errscherhäuser der 
südlichen D

ynastien in C
hina (420–589): G

eisterw
ege und 

G
räber im

 Spiegel der G
eschichte, W

iesbaden: H
arrassow

itz 
Verlag, ₂₀₀₅.

　
　

◯
北
進
一
﹁
麒
麟
・
そ
の
聖
な
る
獣

─
起
源
と
図
像
の
変
遷
を
め

ぐ
っ
て

─
﹂︵﹃
桐
朋
学
園
芸
術
短
期
大
学
紀
要
﹄
五
︑
調
布
：
二

〇
〇
九
年
︶

　
　

◯
宋
震
呉
﹁
天
禄
辟
邪
新
考

─
従
角
数
規
律
看
南
朝
帝
陵
石
獣
的

名
称
﹂︵﹃
東
南
文
化
﹄
二
〇
〇
九

－

三
︑
南
京
：
二
〇
〇
九
年
︶

　
　

◯
張
学
鋒
︹
編
著
︺﹃
中
国
墓
葬
史
﹄
上
︵
揚
州
：
広
陵
書
社
︑
二

〇
〇
九
年
︶

　
　

◯
童
孔
暢
﹃
南
朝
陵
墓
石
刻
淵
源
与
伝
流
研
究
﹄︵
南
京
：
東
南
大

学
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︶

　
　

◯
韋
正
﹃
六
朝
墓
葬
的
考
古
学
研
究
﹄︵
北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
︑

二
〇
一
一
年
︶

　
　

◯
耿
朔
﹁“
于
襄
陽
致
之
”
：
中
古
陵
墓
石
刻
伝
播
路
線
之
一
瞥
﹂

︵﹃
美
術
研
究
﹄
二
〇
一
九

－

一
︑
北
京
：
二
〇
一
九
年
︶

︵
₂
︶　

所
在
の
内
訳
を
細
か
く
示
す
と
︑
南
京
に
一
三
カ
所
二
四
体
︵
う

ち
有
角
獣
四
体
︶︑
丹
陽
に
一
一
カ
所
二
〇
体
︵
う
ち
有
角
獣
一
六

体
︶︑
句
容
・
江
寧
に
各
一
カ
所
二
体
ず
つ
︵
す
べ
て
無
角
獣
︶
と

な
る
︒

︵
₃
︶　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註
︵
₁
︶
曽
布
川
論
文
︑
五
﹁
石

獣
の
名
称
﹂
に
詳
し
い
︒

︵
₄
︶　

そ
も
そ
も
石
獣
の
呼
称
問
題
の
発
端
は
︑
諸
史
料
が
同
一
の
石
獣

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶

一
〇
五



を
騏
驎
と
呼
ん
だ
り
辟
邪
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
︒

南
朝
に
お
い
て
石
獣
が
﹁
騏
驎
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と

は
︑
梁
・
蕭
子
顕
の
編
ん
だ
﹃
南
斉
書
﹄
が
︑

　
　
　
　

 
宋
の
長
寧
陵
の

道
︵
豫
章
の
文
献
王
蕭
嶷
の
︶
第
の
前
路
に

出
づ
︒
上 
曰
は
く
︑﹁
我 

便
ち
是
れ
他
家
︵
百
衲
本
・
中
華
書

局
標
点
本
は
﹁
冢
﹂
に
作
る
︒
南
監
本
﹃
南
斉
書
﹄・
繆
本
﹃
南

朝
史
精
語
﹄
に
拠
り
改
む
︶
の
墓
の
内
に
入
り
て
人
を
尋
ぬ
﹂

と
︒
乃
ち
其
の
表
闕
・
騏
驎
ヽ
ヽ
を
東
崗
の
上
に
徙
す
︒
騏
驎
及
び

闕
は
︑
形
勢 

甚
だ
巧
み
な
り
︒
宋
孝
武 

襄
陽
よ
り
之
れ
を
致

し
︑
後
の
諸
帝
王
の
陵 
皆
な
模
範
す
れ
ど
も
及
ぶ
も
の
莫
き

な
り
︒︵
巻
二
二
豫
章
文
献
王
伝
︶

　
　

と
し
て
い
る
点
か
ら
わ
か
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
梁
書
﹄
巻
三
武
帝
紀
に
︑

　
　
　
　

 ︵
武
帝
︶
中
大
同
元
︹
五
四
六
︺
年
春
正
月
丁
未
︑
曲
阿
縣
の

建
陵
の
隧
口
の
石
騏
ヽ
ヽ
驎ヽヽ 

動
く
︒
大
蛇
の
隧
中
に
鬭
ふ
有
り
︑

其
の
一 

傷
つ
け
ら
れ
て
奔
走
す
︒

　
　

と
み
え
る
記
事
を
︑﹃
南
史
﹄
巻
七
梁
本
紀
中
は
︑

　
　
　
　

 

中
大
同
元
年
春
正
月
丁
未
︑
曲
阿
縣
の
建
陵
の
隧
口
の
石
辟
邪

ヽ
ヽ
ヽ 

ヽ

起
ち
て
舞
ひ
︑
大
蛇
の
隧
中
に
鬭
ふ
有
り
︑
其
の
一 
傷
つ
け

ら
れ
て
奔
走
す
︒

　
　

と
書
き
換
え
て
お
り
︑
唐
初
に
は
す
で
に
騏
驎
と
辟
邪
の
混
同
が
始

ま
っ
て
い
た
︒
と
は
い
え
︑﹃
隋
書
﹄
巻
二
二
五
行
志
上
の
︑

　
　
　
　

 

梁
大
同
十
二
︹
五
四
六
︺
年
正
月
︑
辟
邪
二

ヽ
ヽ
ヽ
を
建
陵
に
送
る
︒

左
の
雙
角
の
者

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
は
陵
所
に
至
る
︒
右
の
獨
角
の
者

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
は
︑
將
に
引

か
ん
と
す
る
に
︑
車
上
に
於
て
振
躍
す
る
こ
と
三
た
び
︒
車
の

兩
轅 

俱
に
折
れ
︑
因
り
て
車
を
換
ふ
︒
未
だ
陵
に
至
ら
ざ
る

こ
と
二
里
に
し
て
︑
又
た
躍
る
こ
と
三
た
び
︒
一
振
每
に
則
ち

車
側
の
人 

聳
奮
せ
ざ
る
は
莫
く
︑
地
を
去
る
こ
と
三
四
尺
︒

車
輪 

土
に
陷
入
す
る
こ
と
三
寸
︒

　
　

か
ら
は
︑
二
つ
の
呼
称
を
左
右
の
区
別
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
し
︑
と
き
に
両
者
が
混
同
さ
れ
る
以
上
は
︑
も
と

も
と
角
の
有
無
を
意
識
し
て
の
呼
び
分
け
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な

い
︒
し
た
が
っ
て
︑
呼
称
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
呼
称
の
問
題
と
し

て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
︑
左
右
獣
の
造
形
上
の
差
異
を
す
べ
て
モ

チ
ー
フ
と
な
っ
た
神
獣
の
相
違
に
帰
す
る
よ
う
な
論
法
は
本
末
転
倒

で
あ
る
︒
な
お
︑
石
獣
の
呼
称
と
配
置
・
造
形
の
あ
い
だ
に
特
別
な

関
係
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
の
は
︑
朱
希
祖
﹁
天
禄
辟
邪
考
﹂︵
前

掲
註
︵
₁
︶﹃
六
朝
陵
墓
調
査
報
告
﹄
所
収
︶
以
降
に
顕
著
と
な
っ

た
傾
向
で
︑
近
年
で
も
前
掲
註
︵
₁
︶
宋
論
文
な
ど
の
研
究
が
あ
る
︒

︵
₅
︶　

漢
代
の
獅
子
像
に
雌
雄
の
区
別
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

H
ung, W

u., The W
u Liang Shrine: The Ideology of Early C

hinese 
Pictorial Art, R

edw
ood C

ity: Stanford U
niversity Press, ₁₉₈₉. 

に
指
摘
が
あ
り
︑
李
零
﹁“
国
際
動
物
”
：
中
国
藝
術
中
的
獅
虎
形

象
﹂︵﹃
浙
江
大
学
藝
術
与
考
古
研
究
﹄
一
︑
杭
州
：
二
〇
一
四
年
︶

に
は
多
く
の
実
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
雌
雄
の
配
置
が
南
朝

石
獣
と
左
右
逆
に
な
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑
拙
稿
﹁
門
闕
動
物
像
の

左
右
配
置
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
﹂︵﹃
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
史

学
六
五
︑
八
王
子
：
二
〇
二
〇
年
︶
一
〇
一
～
一
〇
三
頁
を
参
照
︒

︵
₆
︶　

前
掲
註
︵
₁
︶
山
本
調
査
報
告
︵
₁
︶︵
₂
︶︑
山
本
・
来
村
報
告

一
〇
六



書
︑
前
掲
註
︵
₁
︶
宋
論
文
︒

︵
₇
︶　

前
掲
註
︵
₅
︶
拙
稿
九
三
～
九
五
頁
︒

︵
₈
︶　

す
べ
て
の
陵
墓
に
つ
い
て
比
定
の
根
拠
を
逐
一
述
べ
よ
う
と
す
る

と
膨
大
な
紙
幅
が
必
要
と
な
り
︑
ま
た
本
題
か
ら
も
外
れ
る
の
で
︑

本
稿
に
お
い
て
は
一
切
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
が
︑
比
定
に
あ

た
っ
て
石
獣
の
果
た
し
た
役
割
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
本

稿
の
位
置
づ
け
と
も
関
係
す
る
の
で
︑
念
の
た
め
附
言
し
て
お
く
︒

南
朝
陵
墓
の
墓
主
の
比
定
は
︑
記
録
・
伝
承
の
ほ
か
︑
墓
域
の
範
囲

や
陵
墓
の
位
置
関
係
︑
神
道
石
刻
の
様
式
な
ど
多
面
的
な
考
証
を
経

て
な
さ
れ
て
お
り
︑
確
度
は
そ
れ
な
り
に
高
い
と
考
え
て
よ
い
︒
そ

の
際
に
は
石
獣
も
参
考
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
︑
有
角
獣
を
皇
帝

陵
と
関
連
づ
け
る
︑
あ
る
い
は
造
形
上
の
特
徴
か
ら
陵
墓
の
年
代
を

判
定
す
る
程
度
で
あ
り
︑
石
獣
が
墓
主
を
特
定
す
る
決
定
的
な
根
拠

と
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
な
い
︒
ま
し
て
生
殖
器
の
雌
雄
差
に
つ

い
て
は
︑
管
見
の
限
り
︑
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
︒

よ
っ
て
︑
本
稿
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
石
獣
の
角
・
生
殖
器
の
組

み
あ
わ
せ
と
墓
主
の
立
場
と
の
密
接
な
関
係
は
︑
他
の
根
拠
に
基
づ

い
て
提
出
さ
れ
た
仮
説
を
︑
別
の
観
点
か
ら
傍
証
す
る
性
格
の
も
の

で
あ
る
︒

︵
₉
︶　

前
掲
註
︵
₁
︶
山
本
調
査
報
告
︵
₁
︶
五
〇
頁
︒

︵
₁₀
︶　

以
前
は
宋
文
帝
劉
義
隆
長
寧
陵
な
い
し
陳
文
帝
永
寧
陵
と
考
え
ら

れ
て
い
た
が
︑
王
志
高
は
﹁
梁
昭
明
太
子
陵
墓
考
﹂︵﹃
東
南
文
化
﹄

二
〇
〇
六

－

四
︑
南
京
：
二
〇
〇
六
年
︶
に
お
い
て
昭
明
太
子
墓
説

を
唱
え
た
︒
の
ち
二
〇
一
三
年
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
の
結
果
︑
昭

明
太
子
お
よ
び
生
母
・
丁
貴
嬪
の
合
葬
墓
と
す
る
見
解
が
最
有
力
と

な
っ
た
︒
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
許
志
強
・
張
学
鋒
﹁
南
京
獅
子

衝
南
朝
大
墓
墓
主
身
份
的
探
討
﹂︵﹃
東
南
文
化
﹄
二
〇
一
五

－

四
︑

南
京
：
二
〇
一
五
年
︶
を
参
照
︒

︵
₁₁
︶　

前
掲
註
︵
₁
︶
曽
布
川
論
文
二
四
五
～
二
四
六
頁
︒
曽
布
川
は
他

に
も
比
定
陵
墓
を
改
め
て
い
る
が
︑
後
述
す
る
金
家
村
南
朝
墓
の
こ

と
を
含
め
︑
本
稿
の
行
論
に
影
響
す
る
変
更
は
こ
の
他
に
は
な
い
︒

︵
₁₂
︶　

前
掲
註
︵
₁
︶
山
本
・
来
村
報
告
書
︒

︵
₁₃
︶　

本
来
で
あ
れ
ば
︑
わ
た
し
自
身
が
す
べ
て
の
石
獣
を
実
見
し
︑
山

本
の
表
の
内
容
を
検
証
す
べ
き
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
そ
の
心
づ
も
り

も
あ
る
が
︑
本
稿
執
筆
時
点
︵
二
〇
二
一
年
九
月
︶
で
は
︑
コ
ロ
ナ

禍
の
影
響
に
よ
り
実
現
で
き
て
い
な
い
︒

︵
₁₄
︶　

厳
密
に
い
う
と
︑
皇
帝
陵
の
石
獣
の
顎
下
か
ら
は
鬚
が
垂
れ
て
い

る
の
に
対
し
︑
王
侯
陵
の
石
獣
は
舌
を
垂
ら
し
て
い
る
と
い
う
違
い

も
あ
る
が
︑
鬚
に
は
陰
陽
の
区
別
が
な
く
︑
そ
の
有
無
も
角
と
一
致

す
る
の
で
︑
本
稿
で
は
問
題
と
し
な
い
︒

︵
₁₅
︶　

御
刀
・
禁
防
・
直
後
は
す
べ
て
近
侍
の
官
名
で
あ
る
︒

︵
₁₆
︶　

渡
辺
信
一
郎
﹃
天
空
の
玉
座

─
中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀

礼
﹄︵
柏
書
房
︑
東
京
：
一
九
九
六
年
︶
一
二
一
～
一
二
二
頁
︒

︵
₁₇
︶　

前
掲
註
︵
₁
︶﹃
六
朝
陵
墓
調
査
報
告
﹄︒

︵
₁₈
︶　

前
掲
註
︵
₁
︶
曽
布
川
論
文
二
四
三
～
二
四
四
頁
︒

︵
₁₉
︶　
﹃
陳
書
﹄
巻
二
高
祖
紀
下
︑
永
定
二
年
夏
四
月
条
に
︑

　
　
　
　

 
乙
丑
︑
江
陰
王 

薨
ず
︒
詔
し
て
太
宰
を
遣
は
し
て
弔
祭
し
︑

司
空
を
し
て
喪
事
を
監
護
せ
し
む
︒
凶
禮
の
須
む
る
所
︑
由
に

南
朝
陵
墓
神
道
石
獣
の
陰
陽
表
現
を
め
ぐ
っ
て
︵
阿
部
︶

一
〇
七



隨
ひ
て
備
へ
辦
ず
︒

　
　

と
あ
る
︒

︵
₂₀
︶　
﹃
通
鑑
﹄
巻
一
六
七
陳
紀
一
は
︑

　
　
　
　

 ︵
武
帝
永
定
二
年
︶
夏
四
月
︙
︙
乙
丑
︑
上 

人
を
し
て
梁
の
敬

帝
を
害
せ
し
む
︒

　
　

と
︑
さ
ら
に
露
骨
で
あ
る
︒

︵
₂₁
︶　

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
︑︵
角
の
存
在
で
は
な
く
︶
雄
＋
雄
の
生

殖
器
の
組
み
あ
わ
せ
こ
そ
が
︑
皇
帝
の
皇
帝
た
る
性
質
を
反
映
し
て

い
る
と
も
捉
え
う
る
︒﹁
皇
帝
性
﹂
と
い
う
表
現
は
む
し
ろ
そ
う
し

た
も
の
に
対
し
て
用
い
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
︑
こ
う
し
た
言
葉
の
あ
や
ヽ
ヽ
に
こ
だ
わ
っ
て
議
論
や
表
現
が
錯
綜

す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
︑
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
本
稿
の
文
脈

に
則
し
つ
つ
︑﹁
皇
帝
と
し
て
扱
わ
れ
る
︵
扱
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
︶﹂

こ
と
を
﹁
皇
帝
性
﹂
と
い
う
簡
潔
な
語
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
︒
諒

と
さ
れ
た
い
︒

︵
₂₂
︶　

別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
︑
石
獣
の
頭
部
す
な
わ
ち
上
方
に
あ
る

角
と
︑
陰
部
す
な
わ
ち
下
方
に
あ
る
生
殖
器
の
位
置
関
係
に
も
注
目

す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
仮
に
こ
れ
を
陰
陽
の
生
成
・
変

化
を
可
視
的
に
示
す
易
卦
の
表
現
形
式
に
照
ら
し
て
み
る
と
︑
皇
帝

陵
の
石
獣
は
陽
陽
︵
生
殖
器
︶
が
陰
陽
︵
角
︶
の
下
か
ら
兆
し
て
い

る
様
子
を
描
い
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
皇
帝
陵

の
石
獣
は
︑
陽
気
が
陰
気
を
圧
倒
し
て
︑
皇
帝
が
﹁
陰
陽
を
超
越
し

た
陽
﹂
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
︒
た
だ
し
そ
う
す
る
と
︑
陰
陽
が
陰
陰
の
下
か
ら
兆
す
形
に
な
っ

て
い
る
王
侯
墓
の
石
獣
の
場
合
︑
臣
下
と
し
て
の
﹁
陰
﹂
性
を
損
な

う
も
の
と
も
な
り
か
ね
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
つ
︒

︵
₂₃
︶　

獅
子
衝
南
朝
墓
か
ら
は
南
斉
の
宮
廷
画
家
の
手
に
よ
る
帝
陵
向
け

の
磚
画
に
由
来
す
る
と
目
さ
れ
る
竹
林
七
賢
図
も
出
土
し
て
お
り
︑

皇
帝
陵
と
の
格
式
の
近
さ
は
顕
著
で
あ
る
︒
南
朝
陵
墓
に
お
け
る
竹

林
七
賢
図
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
前
掲
註
︵
₁
︶
曽
布
川
論
文
︑

七
﹁
南
斉
絵
画
に
お
け
る
磚
画
の
位
置
﹂
を
︑
獅
子
衝
南
朝
墓
の
具

体
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
南
京
市
考
古
研
究
所
﹁
南
京
栖
霞
獅
子
衝

南
朝
大
墓
発
掘
簡
報
﹂︵﹃
東
南
文
化
﹄
二
〇
一
五

－

四
︑
南
京
：
二

〇
一
五
年
︶
を
参
照
︒

︵
₂₄
︶　

楽
器
の
﹁
宮
縣
﹂
が
王
︵
南
朝
で
い
え
ば
皇
帝
︶
の
格
式
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
︑﹃
周
礼
﹄
春
官
小
胥
に
︑

　
　
　
　

 

樂
縣
の
位
を
正
す
︒
王
は
宮
縣

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
︑
諸
侯
は
軒
縣
︑
卿
大
夫
は
判

縣
︑
士
は
特
縣
な
り
︒︻
鄭
注
︼
樂
縣
と
は
鍾
磬
の
屬
の
筍
簴
に
縣

か
る
者
を
謂
ふ
︒
鄭
司
農 

云
ふ
︑﹁
宮
縣
は
四
面
に
縣
け
︑
軒
縣
は
其

の
一
面
を
去
り
︑
判
縣
は
又
た
其
の
一
面
を
去
り
︑
特
縣
は
又
た
其
の

一
面
を
去
る
︒
四
面
は
宮
室
の
四
面
に
牆
有
る
を
象
り
︑
故
に
之
れ
を

宮
縣
と
謂
ふ
︒
︙
︙
﹂
と
︒
︙
︙

　
　

と
み
え
る
︒

︵
₂₅
︶　

拙
稿
﹁﹁
漢
初
天
下
秩
序
考
論
﹂︵
同
編
輯
組
︹
編
︺﹃
史
林
揮
麈

─
紀
念
方
詩
銘
先
生
学
術
論
文
集
﹄︑
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
︑

二
〇
一
五
年
︑
所
収
︒
日
本
語
版
﹁
漢
初
の
天
下
秩
序
に
関
す
る
一

考
察
﹂︑﹃
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
史
学
六
二
︑
八
王
子
：
二
〇
一

七
年
︶
日
本
語
版
五
二
～
五
三
頁
︒

一
〇
八


