
中
国
古
代
の

｢孝
｣
を
め
ぐ
る
諸
問
題

1
寮

･
漢
時
代
を
中
心
に
-

は
じ
め
に

重

近

啓

樹

本
報
告
で
は
､
伝
統
中
国
の
原
型
が
形
成
さ
れ
､
ま
た
仏
教
が
本
格
的
に
流
入
す
る
以
前
の
時
代
で
あ
る
案
漢
時
代
を
中
心
に
､
高
齢
者

の
社
会
的
位
置
､
｢孝
｣
の
実
態
と
理
念
の
歴
史
的
展
開
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
｡

Ⅰ

高
齢
者
の
社
会
的
位
置
の
歴
史

｢孝
｣
と
は
元
来
､
西
周
時
代

(B
C
t
〇
二
四
-

七
七

1
頃
)
で
は
､
支
配
者
で
あ
る
貴
族
層
の
父
系
出
自
集
団

芸
耶
族
)
の
祖
先
寮

把
を
意
味
し
､
宗
族
の
秩
序
や
父
性
の
権
威
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
､
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
､
春
秋
(B
C
七
七
〇
-
四
五

〓

･

戦
国

(B
C
四
五

1
-
二
二
〓

時
代
を
通
じ
て
'
貴
族
の
宗
族
制
が
崩
壊
す
る
中
で
､
新
た
な
家
族

･
宗
族
倫
理
と
し
て
の

｢孝
｣
が
儒

家
を
中
心
に
思
想
化
さ
れ
て
ゆ
-
｡
親

(特
に
父
)
に
対
す
る
尊
敬

･
従
順
と
祖
先
崇
拝
が
そ
の
中
心
で
あ
る
｡

原
始
儒
教

(孔
子
'
孟
子
の
時
期
)
で
は
､
国
家
秩
序
､
君
主
権
へ
の
忠
誠

(忠
)
に
対
し
て
､
家
族
･宗
族
的
､
地
域
社
会
的
秩
序

(孝

五

7



五
二

悌
)
が
優
先
さ
れ
て
い
た
が
､
戦
国
時
代
以
後
に
お
け
る
君
主
権
力
の
伸
長
の
中
で
､
儒
家
側
か
ら
も
､
ま
た
法
家
側
か
ら
も
､
忠
と
孝
を

1
致
さ
せ
る
､
忠
孝

1
敦
の
思
想
が
展
開
さ
れ
た

(儒
家
の

『孝
経
』
や
法
家
の

『韓
非
子
』
忠
孝
清
､
い
ず
れ
も
戦
国
時
代
末
の
作
成
と

推
定
さ
れ
て
い
る
)0

戦
国
時
代
に
は
､
農
業
生
産
力
の
上
昇
に
よ
っ
て
､
従
来
の
族
的
秩
序
は
次
第
に
崩
壊
し
､
民
衆
の
世
界
に
お
い
て
も
､
五
人
程
度
の
家

族
員
か
ら
な
る
小
農
民
家
族
が
次
第
に
一
般
化
し
て
い
っ
た
｡
特
に
寮
で
は
､
B
C
四
世
紀
中
期
の
二
度
に
亙
る
南
牧
の
変
法

(富
国
強
兵

の
新
体
制
成
立
を
め
ざ
し
た
法
律

･
制
度
の
変
革
)
を
通
じ
て
軍
事
国
家
の
形
成
が
進
ん
だ
が
､
そ
こ
で
は
三
族
制
家
族

(父
母
の
生
存
中

は
､
息
子
が
成
人
し
た
後
も
家
産
分
割

･
別
居
を
し
な
い
)
や
､
息
子
の
夫
婦

1
組
が
親
と
同
居

･
共
財
関
係
に
あ
る
直
系
家
族
も
否
定
さ

れ
て
ゆ
き
､
核
家
族
化
､
父
子
の
別
居
･家
産
分
割
が
政
策
的
に
推
進
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
軍
事
体
制
下
に
お
い
て
､
軍
功

(軍
事
上
の
手
柄
)

に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
爵
に
よ
る
新
身
分
秩
序
形
成

(爵
位
に
応
じ
て
田
宅
､
官
吏
就
任
資
格
な
ど
､
様
々
な
特
権
が
与
え
ら
れ
る
)
を
通

じ
て
､
戦
士
や
農
耕
労
働
力
の
中
心
と
な
る
若
者
層
を
優
遇
す
る
こ
と
に
な
っ
た
､
と
考
え
ら
れ
る
｡
当
時
､
秦
で
は
以
前
か
ら
の
牧
畜
民

的
要
素
が
残
っ
て
お
り
､
旬
奴
な
ど
と
共
通
す
る
若
者
-
戦
士
中
心
の
戦
闘
的
体
制
が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
う
し
た
徹
底

し
た
核
家
族
化
は
父
母
家
族
の
経
常

･
生
活
を
不
安
定
に
し
､
ま
た
農
耕
社
会
に
対
し
て
は
､
長
老
制
約
秩
序
や
親
の
権
威
を
動
揺
さ
せ
､

親
子
関
係
､
社
会
秩
序
を
混
乱
に
導
-
側
面
が
あ
っ
た
｡

近
年
出
土
し
た
寮
の
法
律
文
書

(戦
国
後
期
の
内
容
が
中
心
で
､
湖
北
省
か
ら
出
土
し
た

『睡
虎
地
案
基
竹
簡
』
)
に
よ
る
と
､
親
は

1
人

の
息
子
夫
婦

(主
に
長
男
夫
婦
)
と
同
居

(同

7
の
戸
籍
に
属
す
る
)
す
る
直
系
家
族
的
形
態

(但
し
寮
で
は
財
産
は
親
子
で
別
々
で
あ
り
､

家
産
が
統
合
さ
れ
た
同
居
共
財
の
家
の
成
立
は
漢
成
立
後
､
し
ば
ら
-
後
の
こ
と
に
な
る
)
を
と
る
場
合
が
多
-
､
他
の
息
子
た
ち
は
別
居

(核
家
族
)
す
る
の
が

1
般
的
で
あ
っ
た
｡
即
ち
変
法
後
､
し
ば
ら
-
し
て
農
耕
民
的
秩
序

･
家
父
長
権
を
強
化
す
る
方
向
に
政
策
転
換
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
地
域
の
父
老

(長
老
)
約

･
年
齢
階
梯
的
秩
序
が
機
能
し
て
い
る
様
子
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は



寮
自
体
に
お
け
る
農
耕
民
的
秩
序
の
強
化
と
東
方
先
進
地
帯
の
農
耕
社
会
に
対
す
る
支
配

･
征
服
の
進
展
の
中
で
､
国
家
が
在
地
の
秩
序
と

妥
協
し
な
が
ら
政
策
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

漢
成
立
以
後
に
は
､
案
に
よ
る
強
権
的
な
統
制
政
策
に
対
す
る
調
整
が
行
わ
れ
､
在
地
社
会
で
は
基
層
集
落
で
あ
る
里
の
里
父
老

(里
民

を
代
表
す
る
長
老
)
の
上
に
､
郷
I
県
-
(那
)
の
行
政
機
構
と
並
ぶ
形
で
､
郷
三
老
､
県
三
考
を
制
度
化
し
､
こ
れ
ら
に
地
域
の
長
老
で
名

望
家

王

家

･
豪
族
)
を
任
命
し
た
.
こ
れ
は
官
僚
制
の
上
意
下
達
機
構
と
並
ん
で
､
民
間
社
会
の
指
導
酢
な
長
老
層
が
代
表
す
る
世
論
を

聞
き
､中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
高
級
官
僚
層
と
地
域
社
会
の
指
導
層
が
協
力
し
な
が
ら
地
方
行
政
を
円
滑
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

土
豪

･
豪
族
層
は
特
に
前
漢
中
期

(武
帝
期
)
以
後
､
成
長
を
早
め
､
同
時
に
儒
教
倫
理
を
受
容
し
て
ゆ
-
｡
こ
う
し
た
階
層
で
は
､
農

業
経
営
に
お
け
る
労
働
力
編
成
上
の
便
宜
や
､
家
産
細
分
化
を
避
け
る
た
め
､
三
族
制
家
族
､
さ
ら
に
は
累
世
同
居
の
複
合
家
族

(拡
大
家

族
)
形
態
を
形
成
す
る
も
の
も
現
れ
､
家
父
長
権
力
は
強
ま
っ
た
｡
ま
た
家
産
分
割
を
行
っ
た
後
も
､
'宗
族
と
し
て
の
結
合
を
強
め
､
祖
先

寮
把
､
相
互
扶
助
等
を
通
じ
て
､
地
域
の
名
望
家
と
し
て
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
｡
こ
う
し
た
階
層
が
中
心
と
な
っ
て
儒
教

(礼
撃

が

民
間
に
普
及
し
て
い
-
の
で
あ
り
､
国
家
も
そ
れ
に
対
応
し
て
儒
教
的
な

｢孝
｣
政
策
を
展
開
し
､
特
に
後
漠
代
に
は

｢礼
教
国
家
｣
と
し

て
の
体
制
が
成
立
し
た
｡

H

漢
代
の
高
齢
者
と
家
､
地
域
社
会
'
国
家

一
､
家
-
父
権

中
国
の
家
で
は

1
般
に
家
長
権
に
比
べ
て
､
父
権
が
強
か
っ
た
.
父
に
代
表
さ
れ
る
親
は
祖
先
か
ら
の
血
の
連
続
性
の
中
で
､
子
に
生
命

を
与
え
た
創
造
主
で
あ
-
､
子
は
親
の

[
コ
ピ
ー
]
の
如
き
も
の
で
あ
る
O
そ
し
て
祖
先

･
親
は
子
孫
の
生
命
に
内
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

五
三



五
四

て
､
永
遠
の
生
命
を
獲
得
で
き
る
｡
こ
う
し
た
点
に
親
に
対
す
る
孝
､
祖
先
に
対
す
る
祭
把
の
背
景
が
あ
り
､
祖
先
は
子
孫
に
祭
把
さ
れ
て

い
る
限
-
､
子
孫
を
保
護
す
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
兄
弟
の
間
に
は
差
別
は
無
-
､
家
産
も
均
等
分
割
さ
れ
(女
子
は
嫁
資
を
受
け
取
る
)､
親

を
養
う
義
務
は
兄
弟
に
等
し
-
課
せ
ら
れ
た
.
夫
の
宴
は
夫
と

一
体
視
さ
れ
る
の
が

一
般
で
あ
る
が
､
親
の
介
護
､
扶
養
の
中
心
は
夫

(兄

弟
)
で
あ
っ
た
｡

な
お
中
国
で
は
､

1
般
農
民
の
場
合
､
日
本
で
近
世
以
後

1
般
化
す
る

｢
イ
エ
｣
制
度
の
よ
う
な
､
家
産

･
家
名

･
家
業
が
家
長

(家
督

相
続
人
)
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
単
独
相
続
さ
れ
る
､
と
い
う
形
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
､
複
合
家
族
の
場
合
､
家
長
の
傍
系
親
に
対
す
る
支
配
力

は
元
来
､
強
-
な
い
｡
し
か
し
前
漢
中
期
以
降
の
家
族
層
に
お
け
る
拡
大
家
族

(三
族
制
家
族
な
ど
)
に
お
い
て
は
､
大
土
地
経
常
の
維
持

や
家
族
労
働
の
指
揮

･
編
成
､
家
産
の
管
理
な
ど
を
通
じ
て
､
家
長
権
が
強
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
｡
但
し
､
三
族
制
家
族
は
親
に
対
し

て
孝
を
尽
-
す
家
族
形
態
と
し
て
､
特
に
儒
家
に
よ
っ
て
推
奨
さ
れ
た
が
､
庶
民
レ
ベ
ル
で
は
父
母
生
前
の
家
産
分
割

(生
分
)
が
行
わ
れ

る
場
合
も
多
-
､
家
父
長
権
は
後
世
に
比
べ
､
さ
ほ
ど
強
大
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
O
従
っ
て
家
父
長
権
の
強
弱
も
､

1
般
庶
民
層
と
豪

族
層
で
は
差
が
あ
っ
た
｡

二
､
地
域
社
会

在
地
の
集
落
で
は
､
長
老
層

(父
老
･里
母
)
-
若
者
層

(子
弟
)､
に
よ
る
擬
制
的
家
族
秩
序
が
み
ら
れ
､
そ
こ
で
は
有
力
な
長
老
を
中

心
と
す
る
合
議
制
と
推
挙
の
伝
統
が
あ
っ
た

(漢
の
劉
邦
が
柿
県
で
挙
兵
し
た
時
の
父
老
層
の
動
向
と
子
弟
に
対
す
る
指
導
性
､
三
宅
制
や

郡
県
以
下
の
下
級
官
吏
の
選
出
な
ど
)
｡
ま
た
父
老
は
里
社

(集
落
の
土
地
神
)
の
共
同
体
的
祭
把
を
主
導
し
､
里
民
を
精
神
的
に
統
合
し
て

い

た

｡
前
述
の
秦
の
法
律
文
書
に
よ
れ
ば
､
子
が

｢不
孝
｣
の
場
合
､
父
や
地
域
の
長
老
は
そ
の
子
を

｢
不
孝
｣
と
し
て
､
国
家
に
告
発
す
る
こ



と
が
で
き
た
｡
こ
れ
は
孝
の
秩
序
が
地
域
社
会
の
集
団
的
秩
序
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
､
同
時
に
家
内
の
秩
序
に
､
国
家

や
地
域
の
共
同
体
的
秩
序
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
､
例
え
ば
ロ
ー
マ
市
民
の
家
に
お
い
て
､
家
族
の
犯
罪
に
対
し
国
家
の
権
力
を
排

除
し
､
家
長
が
家
族
員
に
対
す
る
生
死
の
権
を
も
握
っ
て
い
た
､
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
､
当
時
の
中
国
の
家
が
国
家
や
地
域
共
同
体
に
対

し
て
依
存
度
が
高
く
､
自
律
性

盲

立
性
)
が
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

三
㌧
国
家

漢
代
で
は

｢忠
孝

7
致
｣
(孝
と
忠
の
矛
盾
を
解
消
し
､
孝
の
基
礎
の
上
に
君
臣
関
係

･
権
威
的
秩
序
を
築
-
)
･
｢民
の
父
母
｣
と
し
て
､

皇
帝

･
国
家
は
孝
の
倫
理
､
家
父
長
権
を
擁
護
し
､
高
齢
者
に
対
す
る
養
老
政
策
を
展
開
し
た
｡

例
え
ば
前
漢
初
期
の
文
帝
期
に
は
､
高
齢
者
に
支
給
さ
れ
る
粥
に
古
い
穀
物
を
使
う
こ
と
を
禁
じ
､
さ
ら
に
八
十
歳
以
上
の
者
に
は
米
(脱

穀
し
た
穀
物

)を
一人
に
つ
き
月
に
嘉

(約

完

.
四
リ
ッ
ト
ル
)､
軒

‡

斤
､
漕
五
斗
を
､
九
十
歳
以
上
で
あ
れ
ば
そ
れ
に
加
え
て
､

烏

(絹
織
物
)
を

一
人
に
つ
き
二
疋
､
架

(ま
わ
た
)
三
斤
を
支
給
す
る
法
令
を
作
っ
た
｡

ま
た
漢
代
で
は
高
齢
者
に
対
す
る
介
護

･
扶
養
の
た
め
に
､
八
十
歳

･
九
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の
子
孫
に
対
し
､
税
役
の
1
部
を
免
除
す

る
政
策
が
取
ら
れ
た
こ
と
が
､
同
じ
く
文
帝
期
か
ら
記
録
に
残
っ
て
い
る
(勿
論
､
高
齢
に
な
る
ほ
ど
子
孫
の
税
役
免
除
は
拡
大
す
る
)｡
た

だ
当
時
の
税
役
免
除
は
臨
時
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
､
前
漢
中
期
の
武
帝
期
に
は
九
十
歳
以
上
の
高
齢
者
に
対
し
､
肝
述
し
た

粥
を
支
給
す
る
制
度
と
共
に
､
成
年
男
子
の
子
･孫
の
1
人
を
篠
役
免
除
に
す
る
制
度
が
定
制
化
さ
れ
た

(前

7
四
〇
年
).
前
漢
後
期
以
後

で
は
､
当
初
は
男
子
の
八
十
歳
以
上
､
そ
の
後
ま
も
な
く
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
に
は
国
家
が
王
杖
と
い
う
杖
を
与
え
､
高
級
官
更
と
同
様

な
待
遇
を
与
え
る
な
ど
様
々
な
特
権
の
授
与
､
食
料
支
給
な
ど
を
行
う
と
共
に
､
家
族

･
親
族
等
の
成
年
男
子

(直
系
子
孫
の
い
な
い
場
合

は
､
近
隣
の
成
年
男
子
)
を
高
齢
者

(男
女
)
の
介
護

･
養
護
者
と
し
て
､
彼
ら
の
篠
役
を
免
除
す
る
制
度
を
行
っ
た

(直
系
子
孫
の
い
る

五
五



五
六

場
合
､
八
十
歳
に
な
っ
て
1
子
免
役
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
.
こ
う
し
た
介
護
者
は
唐
代
な
ど
で
は
侍
丁
と
よ
ば
れ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
).

ま
た
八
十

･
九
十
以
上
の
者
に
は
さ
ら
に
厚
い
礼
遇
が
加
え
ら
れ
た
｡
最
近
江
蘇
省
の
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
前
漢
末
成
帝
期
の
も
の
と
み
ら

れ
る
､
当
時
の
東
海
郡
の
帳
簿

(声
湾
漢
基
簡
腐
)
に
よ
れ
ば
､
成
帝
晩
年
の
あ
る
年
に
お
け
る
東
海
郡
の
全
人
口
約

二
二
九
万
七
千
人
､

そ
の
内
男
子
約
七
〇
万
六
千
人
で
あ
る
が
､
八
十
歳
以
上
の
男
女
約
三
万
三
千
人
､
九
十
歳
以
上
の
男
女
約

1
万
人
､
そ
の
年
､
七
十
歳
と

な
り
王
杖
を
受
け
取
っ
た
人
､
約
二
千
八
百
人
と
な
っ
て
い
る
｡
予
想
外
に
高
齢
者
の
比
率
が
高
い
｡

そ
の
他
､
特
に
前
漢
後
期
以
後
､
後
漢
代
に
か
け
て
､
臨
時
に
高
年
者
等
に
烏

(絹
織
物
)
を
賜
う
例
が
増
え
て
い
る
｡

家
族
の
秩
序
に
つ
い
て
は
､
や
は
り
漢
初
の
文
帝
期
の
頃
か
ら
､
皇
太
子
を
立
て
た
際
な
ど
に
､
民
で
｢為
父
後
者
｣
(父
の
後
継
者
と
な

る
者
)
に
特
別
に
爵
が
あ
た
え
ら
れ
る
例
が
か
な
り
見
ら
れ
る
0
｢為
父
後
者
｣
と
は
家
長
の
摘
長
子
と
解
す
る
の
が
有
力
な
説
で
あ
り
､

1

般
に
家
産
分
割
に
よ
っ
て
家
が
分
裂
し
て
も
､
父
母
と
同
居
し
､
直
系
家
族
を
形
成
し
て
､
直
接
､
親
の
介
護
等
に
あ
た
る
の
は
嫡
長
子
で

あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
他
の
兄
弟
が
各
々
核
家
族
を
形
成
す
る
の
に
対
し
､
親
と
同
居
し
て
直
系
家
族
を
形
成
す
る

者
を
褒
賞
す
る
も
の
で
あ
り
､
｢孝
｣
の
家
族
秩
序
を
国
家
は
奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
刑
法
に
お
い
て
も
例
え
ば
秦
に
お
い
て
は
､
祖
父
母

･
曾
祖
父
母

(父
母
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
)
を
子
が
殴
っ
た

場
合
､
｢蘇
城
且
春
｣
(刺
青
を
し
た
上
で
､
男
は
辺
境
で
の
土
木
工
事
等
､
女
は
脱
穀
の
懲
役
刑
)
で
あ
る
が

(前
述
の

『睦
虎
地
秦
墓
竹

漢
』
秦
照
)
､
最
近
発
見
さ
れ
た
漢
初
の
法
律
文
書

(呂
后
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る

『張
家
山
漢
墓
竹
簡
』
)
で
は
､
子
が
祖
父
母

･
父
母
等

を
殴
っ
た
り
罵
っ
た
り
し
た
場
合
は
｢棄
市
｣
(市
場
で
の
死
刑
)
と
さ
れ
て
お
り
､
秦
に
比
べ
て
家
父
長
権
は
法
的
に
強
化
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
｡

選
挙
制

(高
級
官
僚
の
登
用
法
)
に
お
い
て
も
武
帝
期
以
降
の
､
孝
､
清
廉
な
ど
儒
教
の
実
践
倫
理
を
実
行
す
る
も
の
を
高
級
官
僚
に
登

用
す
る

｢孝
廉
科
｣
の
よ
う
に
､
孝
を
基
礎
と
す
る
政
治
秩
序
を
構
築
し
て
ゆ
-
｡
こ
う
し
た
孝
の
倫
理

･
秩
序
は
､
当
時
､
前
述
の
よ
う



に
複
合
家
族

･
宗
族
の
結
束
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
大
小
の
豪
族
を
中
心
に
受
容
さ
れ
て
ゆ
き
､
後
に
唐
代

(七
Ⅰ
十
世
紀
初
)
以
後
の
法
律

で
は
､
庶
民
も
含
め
て
､
親
の
在
世
中
に
子
孫
が
別
籍

･
異
財
す
る
こ
と
が
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
た

(三
族
制
家
族
の
強
制
で
あ
る
｡
但
し

実
質
的
に
核
家
族
化
す
る
抜
け
道
は
あ
っ
た
)｡
こ
れ
は
国
家
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
あ
り
､
家
父
長
権
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ

ろ
う
が
､
同
時
に
共
同
体
的
秩
序
に
た
い
す
る
家
の
自
律
性

(自
立
性
)
の
進
展
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
核
家
族
に
比
べ
て
複
合
家
族
の

ほ
う
が
､
経
常
の
安
定
性
･自
立
性
が
増
し
､
国
家
､
地
域
の
共
同
体
的
機
能
に
依
存
す
る
割
合
は
減
少
し
た
､
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

m

死
生
観

最
後
に
死
生
観
に
つ
い
て
､
簡
潔
に
ふ
れ
て
お
こ
う
O

秦
漢
時
代
で
は
､
死
後
の
世
界
は
生
前
の
世
界
の
延
長
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
基
に
は
生
前
愛
用
し
て
い
た
物
や
召
使
を
か
た
ど
っ
た
人

形
な
ど
を
副
葬
し
､
地
下
の
世
界

(そ
こ
は
現
世
と
同
じ
-
､
官
吏
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
)
に
送
り
込
む
｡
そ
こ
に
は
死
の
棲
れ
な

ど
の
意
識
は
な
い
｡
儒
教
的
説
明
で
は
､
人
の
死
後
､
魂

(精
神
的
霊
魂
)
は
地
上

･
天
空
の
世
界
を
浮
遊
し
､
塊

(肉
体
的
霊
魂
)
は
墓

の
地
下
世
界
に
住
む
｡
そ
し
て
子
孫
が
祖
先
祭
把

･
供
養

(飲
食
等
の
提
供
)
を
行
う
限
り
､
魂
塊

(鬼
神
)
は
合
体
し
て
不
滅
の
霊
魂
と

な
る
O
基
は
従
来

一
般
に
竪
穴
式
で
あ
っ
た
が
､
始
皇
帝
陵
や
前
漢
中
期
以
後
流
行
す
る
有
力
者
の
基
は
､
羨
道
で
外
界
と
通
ず
る
横
穴
式

で
､
墓
室
は
現
世
の
邸
宅
を
か
た
ど
っ
た
豪
華
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
基
が
生
前
の
生
活
空
間
を
摸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
皇

帝

･
皇
后
の
場
合
､
近
年
に
お
け
る
始
皇
帝
陵
や
前
漢
景
帝
の
陽
陵
陵
園
の
発
掘
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
り
､
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ

あ
る
｡

当
時
の
神
々
の
世
界
は
唯

1
絶
対
神
の
世
界
で
は
な
-
､
多
神
教
的

･
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
世
界
の
中
で
､
祖
先
と
子
孫
は
結
び
合
い
､

五
七



五
八

相
互
に
祖
先
の
安
穏
と
子
孫
の
保
護

･
繁
栄
を
祈
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
こ
こ
で
は
輪
廻
転
生
､
因
果
応
報
､
或
い
は
唯

一
絶
対
神
に
よ
る
裁

き
､
審
判
な
ど
の
思
想
は
な
-
､
善
人
が
不
幸
の
う
ち
に
亡
-
な
る
等
の
不
条
理
が
あ
っ
た
｡
中
国
で
特
に
漠
代
以
降
､
歴
史
書
が
発
達
し

た
の
は
､
神
の
支
配
と
賞
罰
が

1
般
社
会
か
ら
次
第
に
距
離
の
あ
る
も
の
と
な
る
中
で
､
善
人
を
顕
彰
し
悪
人
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

善
人
に
永
遠
の
生
命

･
名
誉
と
､
悪
人
に
罰
を
あ
た
え
る
意
味
が
あ
っ
た
､
と
考
え
ら
れ
る
｡

社
会
の
中
で
､
高
齢
者
の
成
熟
し
た
知
恵
を
生
か
し
､
能
力
を
開
発
し
て
ゆ
-
こ
と
は
､
今
後
可
能
で
も
あ
り
､
益
々
重
要
に
な
っ
て
い

-
で
あ
ろ
う
｡
効
率
優
先
と
若
者
中
心
の
社
会
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
に
み
ら
れ
る
成
熟
の
文

化
が
進
歩
の
文
化
と
共
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
､
最
近
の
国
際
政
治
も
示
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
､
と
お
も
う
｡
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