
151　　中国簡牘研究の最前線　　小林

東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
古
代
中
国
研
究
の
最
前
線
―
考
古
発
見
と
歴
史
研
究
―
」
講
演
録

第
一
〇
四
回　

東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
〇
日
）

中
国
簡
牘
研
究
の
最
前
線
―
―
新
出
土
・
新
整
理
・
新
視
点
―
―

小　

林　

文　

治

今
回
、
貴
重
な
お
時
間
を
い
た
だ
い
て
講
師
を
務
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
小
林
文
治
と
申
し
ま
す
。
現
在
、
早
稲
田
大
学
長
江
流
域

文
化
研
究
所
・
招
聘
研
究
員
を
務
め
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
莊
先
生
か

ら
御
紹
介
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
回
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
も
あ
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
に
な
り
ま
し
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の

強
み
を
生
か
し
て
こ
れ
か
ら
私
と
野
口
先
生
、
市
来
先
生
と
、
特
に

中
国
に
長
期
滞
在
し
て
い
る
先
生
方
を
招
い
て
行
お
う
と
い
う
形
に

な
り
ま
し
た
。
私
自
身
も
現
在
、
中
国
北
京
市
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て

お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
回
は
「
中
国
簡
牘
研
究
の
最
前
線
」
と
題
し
ま
し
て
、こ
こ
一
、

二
年
に
整
理
が
進
ん
だ
簡
牘
、
例
え
ば
『
文
物
』
や
『
考
古
』、『
考

古
学
報
』
な
ど
の
中
国
の
考
古
学
系
の
雑
誌
に
発
掘
の
様
子
や
具
体

的
な
状
況
が
載
っ
て
い
る
も
の
な
ど
を
ま
と
め
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
べ
き
か
、
こ
れ
ら
簡
牘
を
ど
の
よ
う
に
研
究
す
れ
ば
い

い
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
こ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
少
し
だ
け
私
の
自
己
紹
介
を
い
た
し
ま
す
。
私
は
早
稲
田

大
学
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
工
藤
元
男
先
生
（
中
国
古
代
史
）
の
も
と

で
勉
強
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
経
歴
に
二
〇
一
一
年
、
中
国
清
華
大

学
哲
学
系
留
学
と
あ
り
ま
す
が
、
二
〇
一
一
年
に
中
国
の
北
京
市
に

来
て
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
北
京
に
住
ん
で
い
ま
す
。
直
近
の
経
歴
で

は
二
〇
一
九
年
、
中
国
北
京
師
範
大
学
歴
史
学
院
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー

研
究
員
に
就
き
ま
し
て
、
今
年
六
月
に
そ
れ
が
終
わ
っ
て
現
在
は
早

稲
田
の
招
聘
研
究
員
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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専
門
は
主
に
秦
漢
史
と
簡
牘
学
で
す
。
簡
牘
を
主
に
使
用
し
て
秦

漢
史
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
講
座
の
内
容
と
し
て
は
、
新
出
土

の
簡
牘
を
利
用
し
て
簡
牘
の
出
土
状
況
や
整
理
状
況
、
そ
し
て
史
料

と
し
て
の
利
用
法
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
非
常

に
重
要
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々
日
本
人
が
中
国
簡

牘
を
研
究
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点

を
み
な
さ
ん
と
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
初
に
、
簡
牘
を
含
む
出
土
文
字
資
料
や
簡
牘
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
見
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
私
な
り
に
ま
と
め
て
み

ま
し
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
の
後
、
新
し
く

出
土
し
た
簡
牘
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
整
理
し
た
り
保
存
し
て
い
る
の

か
、
そ
れ
か
ら
新
し
い
簡
牘
を
使
っ
て
ど
う
い
う
新
し
い
視
点
が
出

て
き
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
見
て
い
こ
う
か
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
出
土
文
字
資
料
の
定
義
で
す
。
簡
牘
や
金
石
な
ど
の
資
料

は
総
じ
て
出
土
文
字
資
料
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
墓
葬
・
遺
址

な
ど
か
ら
出
土
し
た
遺
物
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
資
料
で
す
。
簡
牘

の
場
合
は
、
主
な
物
と
し
て
木
簡
・
竹
簡
・
木
牘
・
竹
牘
と
い
う
も

の
が
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、「
簡
」
と
い
う
の
は
短
冊
状
に
な
っ

て
い
て
、そ
れ
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
、ひ
も
で
結
ん
で
巻
物
状
に
な
っ

て
い
ま
す
。
木
の
物
を
木
簡
、
竹
の
物
を
竹
簡
と
い
う
の
が
一
般
的

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
牘
」
と
い
う
の
は
割
と
幅
広
の
板
の
よ

う
な
物
で
す
。
そ
れ
に
数
行
書
か
れ
て
い
ま
す
。

内
容
は
中
国
の
簡
牘
で
す
と
非
常
に
豊
富
で
文
書
・
簿
籍
や
典
籍

な
ど
、
つ
ま
り
官
文
書
・
古
典
籍
・
法
律
文
献
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

今
回
の
メ
イ
ン
と
な
る
お
話
は
こ
の
法
律
文
献
に
な
り
ま
す
。
ま
た

当
時
の
占
い
書
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
技
術
書
（
数
学
書
や
医
学
書

な
ど
）、
さ
ら
に
個
人
の
書
信
、
手
紙
の
よ
う
な
物
も
あ
り
ま
す
。

副
葬
品
の
リ
ス
ト
、
こ
れ
は
専
門
的
に
は
遣
策
・
衣
物
疏
と
言
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
リ
ス
ト
も
出
て
き
ま
す
。

あ
と
冥
界
へ
の
い
ろ
い
ろ
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
墓
券
や
告

地
策
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
附
属
品
と
し
て
検
や
楬
と
い
う
物
が
出
て

き
ま
す
。
こ
れ
は
要
す
る
に
文
書
な
ど
を
封
じ
た
も
の
で
、
現
在
で

い
う
と
こ
ろ
の
封
筒
の
封
緘
み
た
い
な
も
の
で
す
。
楬
は
付
け
札
で

す
。
今
日
は
触
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
金
石
は
青
銅
器
の
銘
文
・
碑

文
・
墓
誌
・
石
碑
で
す
。
こ
う
い
っ
た
物
を
ひ
っ
く
る
め
て
出
土
文

字
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

簡
牘
の
研
究
傾
向
で
す
が
、
日
本
の
研
究
と
中
国
の
研
究
は
、
最

近
は
共
通
の
研
究
土
台
が
で
き
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、強
い
て
傾
向
を
言
う
と
す
る
と
、日
本
の
研
究
は「
考
古
遺
物
」

と
し
て
出
土
文
字
資
料
を
見
る
傾
向
が
強
く
、
中
国
の
研
究
は
「
文

字
資
料
」
と
し
て
文
字
に
注
目
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
証
拠
に
中
国
の
簡
牘
研
究
の
特
徴
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
大

学
に
「
出
土
文
献
中
心
」
や
「
出
土
文
献
整
理
与
保
護
中
心
」
な
ど

と
称
す
る
専
門
機
関
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
専
門
機
関

で
は
、
古
文
字
研
究
専
攻
の
研
究
者
が
多
数
を
占
め
る
と
こ
ろ
が
か
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な
り
多
い
で
す
。
歴
史
学
系
の
学
部
、
歴
史
学
院
や
人
文
学
院
の
歴

史
系
に
も
も
ち
ろ
ん
専
門
家
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

方
た
ち
が
日
々
、
研
究
に
励
ん
で
い
ま
す
。

研
究
の
や
り
方
と
し
て
は
、
簡
牘
学
の
中
で
と
く
に
注
目
さ
れ
て

い
る
の
が
冊
書
や
簿
籍
の
復
元
で
す
。
も
と
も
と
ど
う
い
っ
た
物
な

の
か
、
ど
う
い
っ
た
使
い
道
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
出
土
地
と
の
関

係
で
す
ね
、
こ
の
簡
牘
が
出
て
き
た
場
所
と
こ
の
簡
牘
は
ど
う
い
う

関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
古
文
書
学
的
研
究
か
ら

端
を
発
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
中
国
の
非
常
に
強
い
と
こ

ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
文
字
の
釈
読
と
文
字
の
変
遷
で
す
ね
、
こ
れ
は

古
文
字
学
的
研
究
を
土
台
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

簡
牘
の
数
量
に
も
少
し
だ
け
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。中
国
は
今
、

約
三
〇
万
点
出
て
い
る
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
日
本
と
韓
国
を
少
し

比
較
し
て
み
ま
す
と
、
日
本
木
簡
は
大
体
四
〇
万
超
、
韓
国
木
簡
で

は
約
八
六
〇
点
と
い
う
状
況
で
す
。
日
本
や
韓
国
の
木
簡
と
中
国
の

簡
牘
の
違
い
は
、
中
国
簡
牘
の
ほ
と
ん
ど
は
紙
が
な
い
時
代
の
物
で

す
か
ら
、
簡
牘
の
内
容
が
豊
富
と
い
う
点
が
特
徴
と
言
わ
れ
ま
す
。

今
回
、
扱
う
物
は
大
体
二
〇
〇
〇
年
前
ぐ
ら
い
の
物
で
す
か
ら
、

こ
れ
が
出
て
く
る
こ
と
自
体
ほ
と
ん
ど
奇
跡
で
す
。
で
は
ど
う
や
っ

て
残
る
の
か
。
そ
こ
も
少
し
御
説
明
し
ま
す
と
、
簡
牘
は
中
国
の
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
出
て
い
る
の
で
す
が
、
一
つ
は
極
度
に
乾
燥
し

て
い
る
地
域
で
す
。
例
え
ば
内
モ
ン
ゴ
ル
の
額エ

チ

ナ
済
納
旗
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
居
延
、あ
と
は
敦
煌
か
ら
出
て
く
る
い
わ
ゆ
る
漢
簡
で
す
。

も
う
一
つ
は
湿
気
が
非
常
に
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
土
壌
に
水
分
が
た

く
さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
、
地
下
水
位
が
非
常
に
高
い
と
こ
ろ
と
よ
く
言

わ
れ
る
の
で
す
が
、
長
江
流
域
及
び
そ
の
南
岸
を
中
心
と
す
る
地
域

で
す
。

ど
う
い
う
理
屈
か
と
い
い
ま
す
と
、
水
分
を
多
く
含
ん
だ
土
壌
は

地
下
の
簡
牘
が
空
気
に
触
れ
ず
、
腐
食
が
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
研
究
者
の
間
で
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
簡
牘
が
お
墓
か
ら

出
て
き
た
と
き
は
非
常
に
き
れ
い
な
黄
色
を
帯
び
て
い
る
の
だ
そ
う

で
す
。
そ
れ
が
見
る
見
る
う
ち
に
黒
ず
ん
で
い
く
そ
う
で
す
。
そ
れ

が
空
気
に
よ
る
酸
化
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
耳
に
し
ま
す
。

保
存
作
業
が
う
ま
く
い
か
な
い
場
合
も
往
々
に
し
て
あ
る
の
だ
そ

う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
簡
牘
の
研
究
史
は
簡
牘
保
存
の
研
究
史
で

も
あ
る
、と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
最
新
の
簡
牘
保
存
も
こ
の
後
、

少
し
触
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
我
々
中
国
古
代
史
を
研
究
し
て
い
る
人
間
が
出
土
文
字
資

料
を
使
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
出
土

文
字
資
料
の
意
義
を
私
な
り
に
少
し
皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

ま
ず
、
出
土
文
字
資
料
の
使
用
の
さ
れ
方
と
し
て
、
当
初
は
伝
世

文
献
を
補
う
物
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
れ

は
も
の
す
ご
く
昔
、
一
九
五
〇
―
一
九
六
〇
年
代
の
話
で
す
け
れ
ど

も
。
そ
の
当
時
は
伝
世
文
献
で
構
成
さ
れ
た
歴
史
観
に
出
土
文
字
資

料
が
う
ま
く
か
み
合
う
か
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
今
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で
も
こ
れ
は
重
要
な
問
題
で
す
。

次
は
出
土
量
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
出
土
文
字
資
料
独
自
の
世

界
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
加
速
化
し
ま
す
。
八
〇
年
代
以

降
で
す
ね
。
そ
こ
で
は
出
土
文
字
資
料
独
自
の
世
界
が
い
か
に
旧
来

の
歴
史
観
と
結
び
つ
い
て
新
し
い
歴
史
を
構
成
で
き
る
か
と
い
う
問

題
が
重
視
さ
れ
ま
す
。

そ
う
す
る
と
古
代
史
研
究
と
し
て
ど
う
い
う
や
り
方
が
有
効
に
な

る
の
か
と
い
う
と
、
出
土
文
字
資
料
は
毎
年
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

不
断
に
増
加
す
る
の
で
、
新
出
の
出
土
文
字
資
料
を
逐
次
解
読
し
な

が
ら
、
出
土
文
字
資
料
の
世
界
を
ど
ん
ど
ん
書
き
換
え
て
、
そ
れ
と

旧
来
の
歴
史
観
を
比
較
対
照
し
て
見
る
と
い
う
作
業
を
反
復
し
て
行

う
こ
と
が
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
新
し
い
簡
牘
が
出
て
き
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
て

い
る
も
の
が
今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
も
非

常
に
重
要
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
実
が
こ
れ
ま
で
の
歴
史
観
と
ど

の
よ
う
に
関
係
し
、
そ
の
よ
う
な
事
実
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
新
し
い
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
が

非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
考
え
方

を
念
頭
に
、
次
に
具
体
的
に
内
容
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
新
資
料
の
紹
介
で
す
。
今
回
は
三
つ
の
簡
牘
群
を
見
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
一
つ
は
湖
南
益
陽
兎
子
山
簡
牘
で
す
。
こ

れ
は
行
政
機
関
の
遺
跡
か
ら
出
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
て
、
主
な
物

は
行
政
文
書
で
す
。
当
時
の
県
の
官
府
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た

物
だ
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
山
東
青
島
土
山
屯
漢
墓
出
土
木
牘
で
す
。
こ
れ
は

墓
葬
か
ら
出
て
き
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
簿
籍
の
木
牘
が
出
て
き

ま
し
た
。

最
後
は
湖
北
荊
州
胡
家
草
場
漢
墓
出
土
簡
牘
で
す
。
莊
先
生
と
も

少
し
話
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
も
の
す
ご
い
物
が
出
て
き
た
と

今
、
非
常
に
話
題
の
物
で
す
。
内
容
は
典
籍
や
文
献
類
で
す
。

ま
ず
最
初
は
兎
子
山
簡
牘
で
す
。
場
所
は
湖
南
省
益
陽
市
赫
山
区

三
里
橋
社
区
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
山
地
に
位
置
す
る
兎
子
山
遺

址
よ
り
出
土
、
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
一
番
左
側
の
地

図
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
湖
南
省
で
、
こ
こ
が

長
沙
市
で
す
。
益
陽
市
と
い
う
の
は
長
沙
市
か
ら
少
し
北
西
に
な
り

ま
す
。
具
体
的
に
出
土
し
た
場
所
は
こ
の
益
陽
市
と
長
沙
市
の
間
の

辺
り
で
す
。
大
体
こ
う
い
う
感
じ
で
す
。
三
つ
の
簡
牘
は
全
て
地
図

を
付
け
て
位
置
関
係
を
皆
さ
ん
と
共
有
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ほ
か
に
湖
南
省
で
有
名
な
簡
牘
は
、
長
沙
市
の
ど
真
ん
中
か
ら
い

ろ
い
ろ
な
物
が
出
て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
野
口
先
生
に
お
任
せ

し
て
、
あ
と
非
常
に
有
名
な
物
は
こ
の
里
耶
古
城
で
す
。
里
耶
秦
簡

と
い
う
、
大
体
統
一
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
の
行
政
文
書
が
た
く
さ
ん

出
て
非
常
に
有
名
な
簡
牘
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
か
ら
出
て
き
た
。

こ
の
里
耶
と
い
う
場
所
は
も
の
す
ご
い
山
の
中
で
、
湖
南
省
の
中
で

も
特
に
山
深
い
と
こ
ろ
で
、
益
陽
市
か
ら
も
大
分
距
離
が
あ
り
ま
す

ね
。
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も
う
少
し
具
体
的
な
地
図
で
兎
子
山
遺
址
の
大
体
の
位
置
を
御
確

認
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
川
が
あ
り
ま
す
ね
。
遺
跡

が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
（
図
１
中
央
地
図
の
▲
）。
兎
子
山
遺
跡
は
県

の
官
府
で
、
里
耶
古
城
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
湖
南
省
な
ど
で
は

川
沿
い
に
県
の
官
府
が
建
て
ら
れ
る
場
合
が
ど
う
も
多
い
よ
う
で

す
。
こ
こ
か
ら
、
当
時
の
湖
南
省
な
ど
の
集
落
や
県
の
官
府
は
水
運

を
主
に
利
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か

と
思
い
ま
す
。

次
に
写
真
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
が
発
掘
場
所
で
す
。
兎
子
山

遺
跡
は
井
戸
か
ら
出
て
き
て
い
ま
す
が
、
ど
う
も
井
戸
は
こ
う
い
う

と
こ
ろ
の
よ
う
で
す
。
次
に
説
明
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
六
口

の
う
ち
一
一
口
か
ら
簡
牘
が
出
ま
し
た
。
最
初
、
私
は
山
地
に
位
置

す
る
の
だ
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
や
は
り
山
の
中
な
の
か
と
思
い
ま

し
た
が
、
意
外
と
周
り
に
建
物
が
多
く
、
街
中
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ

を
見
て
改
め
て
分
か
り
ま
す
ね
。

戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
兎
子
山
遺
跡
は
二
〇
一
三
年
五
月
か
ら

一
一
月
に
か
け
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
て
、
一
六
口
の
井
戸
を

含
む
建
築
遺
構
が
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
一
一
口
の
井
戸

か
ら
戦
国
楚
・
秦
・
漢
・
三
国
期
の
簡
牘
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
出

土
総
数
は
五
、〇
〇
〇
枚
以
上
と
い
う
非
常
に
多
く
の
簡
牘
が
出
て

い
る
こ
と
と
、
戦
国
楚
か
ら
三
国
期
ま
で
と
い
う
非
常
に
長
い
時
期

を
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
と
思
い
ま

す
。

もう１つは、山東青島土山屯漢墓出土木牘です。これは墓葬から出てきましたが、い

ろいろな簿籍の木牘が出てきました。

最後は湖北荊州胡家草場漢墓出土簡牘です。莊先生とも少し話していましたが、

これはものすごい物が出てきたと今、非常に話題の物です。内容は典籍や文献類です。

まず最初は兎子山簡牘です。場所は湖南省益陽市赫山区三里橋社区とありますけれど

も、山地に位置する兎子山遺址より出土、と書いてあります。まず、この一番左側の地図

を御覧いただきたいのですが、これが湖南省で、ここが長沙市です。益陽市というのは長

沙市から少し北西になります。具体的に出土した場所はこの益陽市と長沙市の間の辺りで

す。大体こういう感じです。３つの簡牘は全て地図を付けて位置関係を皆さんと共有した

いと思います。

図１ 湖南益陽兎子山簡牘出土関連地図

ほかに湖南省で有名な簡牘は、長沙市のど真ん中からいろいろな物が出てきています

が、これは野口先生にお任せして、あと非常に有名な物はこの里耶古城です。里耶秦簡と

いう、大体統一秦の始皇帝の時代の行政文書がたくさん出て非常に有名な

簡牘ですけれども、ここから出てきた。この里耶という場所はものすごい山の中で、湖

南省の中でも特に山深いところで、益陽市からも大分距離がありますね。

もう少し具体的な地図で

兎子山遺址の大体の位置を御確認いただければと思います。ここに川があります

コメントの追加 [h2]: この表現でよいですか？ 「開会

する前」？

図 1　湖南益陽兎子山簡牘出土関連地図
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「
発
掘
簡
報
」
が
一
番
最
初
に
出
る
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
発
掘
調
査

の
概
略
で
す
が
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
あ
ま
り

詳
し
く
は
見
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
兎
子
山
遺
跡
の
特
徴
は
、
簡
牘

が
一
一
口
の
井
戸
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
て
、
井

戸
ご
と
に
発
掘
簡
報
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
〇
一
六
年

に
第
九
号
井
戸
、
二
〇
二
一
年
第
六
期
、
本
当
に
こ
の
間
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
七
号
井
戸
で
、
今
日
中
心
と
し
て
話
す
の
は
こ
の
七

号
井
戸
か
ら
出
て
き
た
物
で
す
。
ほ
か
に
も
三
号
井
戸
の
状
況
が
少

し
だ
け
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

七
号
井
戸
の
大
体
の
説
明
で
す
。
井
戸
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、

深
さ
は
八
・
一
九
メ
ー
ト
ル
で
す
。
堆
積
を
見
ま
す
と
、
全
一
二
層

に
な
っ
て
い
る
う
ち
第
一
一
・
一
二
層
を
除
く
全
て
の
層
か
ら
簡
牘

が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
地
層
と
簡
牘
の
関
係
は
簡
牘
を
見
る
上

で
非
常
に
重
要
な
情
報
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
第
一
層
か
ら

第
一
〇
層
ま
で
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
簡
牘
の
総

数
は
七
号
井
戸
だ
け
で
二
、三
九
二
枚
、
有
字
簡
は
二
、三
〇
二
枚
と

非
常
に
多
い
で
す
ね
。

た
だ
、
こ
れ
は
残
念
と
い
う
べ
き
か
大
多
数
は
削
り
く
ず
の
よ
う

で
す
ね
。
簡
牘
は
一
回
書
い
た
後
に
刀
で
削
れ
ば
も
う
一
回
書
け
る

わ
け
で
す
。
そ
の
削
っ
た
後
の
も
の
が
削
り
く
ず
で
す
ね
。
そ
こ
に

文
字
が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
物
も
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

る
わ
け
で
す
。
状
況
は
、
保
存
状
態
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
と
い
う
話

で
す
。

簡
牘
の
完
簡
、
要
す
る
に
形
が
全
部
残
っ
て
い
る
、
断
絶
し
て
な

い
簡
の
長
さ
は
二
三
セ
ン
チ
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
三
セ
ン
チ
と
い

う
の
は
秦
漢
時
代
の
一
尺
に
相
当
し
ま
す
。
牘
や
簡
な
ど
に
よ
っ
て

は
二
本
か
ら
三
本
の
編
綴
痕
が
あ
る
―
―
編
綴
痕
と
い
う
の
は
縄
で

結
ん
で
簡
牘
に
し
た
状
態
の
跡
が
残
っ
て
、
ひ
も
や
縄
は
朽
ち
果
て

て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
こ
の
残
り
が
残
っ
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
二
本
や
三
本
の
縄
で
結
ん
で
あ
る
物
だ
っ
た
か

と
い
う
と
こ
ろ
が
分
か
り
ま
す
。
文
字
の
書
写
は
、
編
綴
前
か
後
か

は
判
別
不
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
を
見
て
み
ま
す
と
、
大
体
ど
の
ぐ
ら
い
の
時
期
の
物
か
と
い
う

こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
一
つ
、「
十
一
年
八
月
甲
申
朔
辛
亥
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
紀
年
が
最
も
早
い
で
す
。
簡
報
に
よ
る
と
こ
れ

が
高
祖
十
一
年
で
す
。「
三
年
八
月
」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
が
一
番
遅
い
。
こ
れ
は
景
帝
三
年
で
す
。
簡
牘
の
多
く
は
呉
姓
長

沙
国
の
資
料
で
、
一
部
劉
姓
長
沙
国
の
資
料
も
含
み
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
で
長
沙
国
の
簡
単
な
年
表
を
付
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、大
体
ど
の
く
ら
い
の
時
期
の
物
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
、

御
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
非
常
に
重
要
な
こ
と

と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
十
一
年
」「
三
年
」
と
い
う
の
が
王
国

独
自
の
紀
年
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
整
理
者
も
言
っ
て
い
た

こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
七
号
井
戸
か
ら
出
て
き
た
簡
牘
は
ほ
ぼ

全
て
王
国
独
自
の
紀
年
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
特
徴
と
し

て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
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前
漢
の
郡
国
制
の
と
き
で
す
と
、
王
国
と
い
う
の
は
前
漢
の
例
え

ば
高
祖
何
年
、
景
帝
何
年
と
は
別
に
自
分
の
王
国
独
自
の
紀
年
を

使
っ
て
い
ま
す
。
青
銅
器
な
ど
に
も
見
え
ま
す
し
、
最
近
出
て
き

た
走
馬
楼
漢
簡
、
長
沙
市
か
ら
出
て
き
た
物
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う

い
っ
た
長
沙
国
の
簡
牘
資
料
に
も
独
自
の
紀
年
が
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
兎
子
山
簡
牘
に
は
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
な
い
、
こ
れ
は

ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
れ
が
一
つ
問
題
に
な
る
か

と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
簡
牘
は
漢
初
長
沙
国
益
陽
県
の
廃
棄
資
料
で
す
。
内
容
の

多
く
は
前
漢
前
期
長
沙
国
益
陽
県
官
府
の
公
文
書
で
、
県
・
郷
・
里

の
行
政
運
営
及
び
官
民
の
日
常
生
活
を
記
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

長
沙
国
は
ま
ず
最
初
、
高
祖
五
年
に
楚
漢
戦
争
に
参
加
し
た
呉ゴ
ゼ
イ芮

が
長
沙
王
に
封
ぜ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
呉
氏
長
沙
国
、
異
姓
諸
侯

王
国
が
ス
タ
ー
ト
し
て
、
文
帝
後
七
年
に
国
除
さ
れ
ま
す
。
そ
の
二

年
後
、
長
沙
国
が
劉
氏
、
景
帝
の
子
を
長
沙
王
に
し
て
、
ま
た
長
沙

国
が
始
ま
り
ま
す
。
最
後
は
始
建
国
元
年
、
王オ
ウ

莽モ
ウ

の
時
代
に
長
沙
公

に
降
格
と
な
り
、
最
後
は
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
七
号
井

戸
出
土
簡
牘
は
大
体
こ
の
呉
氏
長
沙
国
と
劉
氏
長
沙
国
の
定
王
発
ま

で
ぐ
ら
い
の
時
期
の
物
だ
と
い
う
こ
と
を
御
理
解
く
だ
さ
い
。

少
し
特
徴
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
丞
相
蒼
」
と
い

う
記
述
を
含
む
簡
牘
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
長
沙
国
丞
相
の
軑

図２ 兎子山出土簡牘（『文物』二〇二一年第六期）より転載図 2　兎子山出土簡牘
（『文物』2021 年第 6期）より転載
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侯
利
蒼
、
す
な
わ
ち
馬
王
堆
二
号
漢
墓
の
墓
主
で
、
非
常
に
有
名
な

墓
葬
な
ど
の
墓
主
そ
の
人
が
簡
牘
に
出
て
く
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で

す
。も

う
一
つ
は
、「
内
史
」「
中
尉
」
と
い
っ
た
長
沙
国
の
中
の
官
職

も
し
く
は
官
府
が
実
際
に
見
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
頻
出
の

官
と
し
て
、
令
や
丞
、
令
は
県
の
長
官
で
す
ね
。
補
佐
官
を
丞
と
い

い
ま
す
。
軍
事
官
と
し
て
尉
、
財
務
官
と
し
て
少
内
等
々
が
出
て
き

ま
す
。
こ
こ
は
少
し
簡
単
に
説
明
す
る
だ
け
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
県
の
中
の
い
ろ
い
ろ
な
実
務
機
関
の
名
前
が

た
く
さ
ん
出
て
き
て
、
県
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
が
、
こ
の
簡
牘
に
よ
っ
て
か
な
り
リ
ア
ル
に
分
か
っ
て
く

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

行
政
単
位
な
ど
も
出
て
き
ま
す
。
前
漢
は
大
体
県
の
下
に
郷
が
あ

り
、
郷
の
下
に
里
が
あ
り
ま
す
が
、
郷
が
四
つ
あ
り
ま
す
。
警
察
機

関
で
あ
る
亭
も
見
え
ま
す
。
具
体
的
な
里
も
見
え
ま
す
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
一
つ
簡
牘
の
例
を
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
の
簡
牘
は
ど
う
い
う
性
質
で
内
容
は
ど
う
書
か
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
置
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
こ
の
簡

牘
（
図
２
）
は
「
丞
相
府
内
史
府
中
尉
府
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
こ
の
丞
相
は
長
沙
王
国
の
丞
相
、
内
史
は
長
沙
王
国
の
首

都
の
よ
う
な
中
央
機
関
、
中
尉
は
長
沙
王
国
の
軍
事
機
関
で
、
そ
う

い
っ
た
も
の
が
実
際
に
見
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
す
。
こ

れ
ま
で
王
国
の
行
政
機
関
を
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た

の
で
す
が
、
兎
子
山
簡
牘
に
よ
っ
て
非
常
に
リ
ア
ル
に
分
か
っ
て
き

て
い
ま
す
。

こ
の
兎
子
山
簡
牘
の
考
察
、
ど
う
い
っ
た
点
に
注
目
す
べ
き
か
、

と
い
う
点
で
す
。
兎
子
山
簡
牘
は
官
衙
遺
址
か
ら
出
土
し
て
お
り
、

ほ
と
ん
ど
は
廃
棄
物
、
ご
み
と
し
て
あ
っ
た
物
で
す
。
そ
れ
が
ど
こ

か
ら
出
土
し
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

例
え
ば
部
屋
な
の
か
、
井
戸
な
の
か
、
側
溝
な
の
か
、
ご
み
捨
て
場

な
の
か
。

そ
う
す
る
と
今
、
考
古
学
で
言
う
よ
う
な
遺
構
、
ど
の
官
署
の
執

務
場
所
と
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
で
押
さ
え
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
遺
構
と
簡
牘
の
関
係
を
ま
ず

最
初
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
所
か
ら
出
て
き
た
こ
の

簡
牘
は
、
な
ぜ
こ
こ
か
ら
出
て
き
の
か
、
な
ぜ
こ
う
い
う
内
容
が
書

い
て
あ
る
の
か
。
内
容
を
把
握
す
る
に
は
、
こ
の
遺
構
と
の
関
係
が

非
常
に
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

で
は
兎
子
山
簡
牘
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
内
容
な
ど
に
つ

い
て
は
こ
う
い
う
簡
牘
が
公
表
さ
れ
た
後
、
中
国
側
で
瞬
く
間
に
い

ろ
い
ろ
な
論
文
が
出
て
研
究
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
特
に
私
が
重
要
と
考
え
て
い
る
の
は
、
兎
子
山
簡
牘
の
資

料
的
性
質
に
か
ん
が
み
て
、
ど
の
よ
う
な
比
較
研
究
が
可
能
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
、「
長
沙
五
一
広
場
一
帯
出
土
簡
牘
」
と
の
共
通
性

を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
長
沙
五
一
広
場
一
帯
出
土
簡
牘
と
い
う
の
は
、
非
常
に
有
名
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な
走
馬
楼
呉
簡
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
走
馬
楼
前
漢
簡
、
あ
と
は
東

牌
楼
後
漢
簡
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
五
一
広
場
簡
、
未
公
表
の
青
少

年
宮
簡
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
簡
牘
の
特
徴
と
五
一
広

場
一
帯
出
土
簡
牘
の
特
徴
は
、
出
土
し
た
場
所
が
非
常
に
近
い
、
複

数
の
井
戸
か
ら
出
土
し
て
い
る
、
時
代
幅
が
非
常
に
大
き
い
。
こ
れ

ら
は
ど
う
も
出
土
し
た
場
所
が
ず
っ
と
中
国
古
代
の
官
府
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
前
漢
か
ら
三
国
ぐ
ら
い
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
感

じ
に
な
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
走
馬
楼
や
東
牌
楼
や
五
一
広
場

の
簡
牘
を
一
つ
の
簡
牘
群
と
し
て
考
え
る
と
、
複
数
の
井
戸
か
ら
時

代
の
違
う
簡
牘
が
出
て
き
た
と
考
え
て
も
い
い
。
そ
う
す
る
と
ど
う

も
兎
子
山
簡
牘
と
共
通
し
て
い
る
部
分
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま

す
。こ

こ
か
ら
、
官
衙
遺
址
全
体
の
景
観
的
な
変
遷
を
追
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
簡
牘
が
使
用
さ
れ
る
場
所

は
、
諸
官
署
の
執
務
場
所
や
廃
棄
場
所
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
簡
牘

が
使
わ
れ
る
場
が
、
大
体
時
代
幅
一
〇
〇
年
、
二
〇
〇
年
な
ど
、
ど

う
い
う
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
研
究
が
今
後
可
能
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
官
署
を
「
簡
牘

の
場
」
と
し
て
全
体
的
に
理
解
す
る
の
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
官
署
が
ど
う
い
う
運
営
を
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う

に
時
代
変
遷
を
追
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
が
、
こ

れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
分
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

こういった点が兎子山簡牘考察のポイントになるのではないかと思っています。

次は先ほど申し上げた山東の土山屯漢墓出土木牘です。山東省は青島が非常に有名な都

市で、日本人としても非常になじみ深いところですので余計な説明は必要ないかと思

いますけれども、その少し南のほうですね。山東省では銀雀山漢墓が非常に有名です。孫

子兵法、孫臏兵法などが含まれていることで非常に有名な竹簡群ですけれども、大体こ

こにあります。その少し北、北東側の辺りに墓地があります。

図３ 山東青島土山屯漢墓木牘出土関連地図

これが大体の周りの部分ですが、説明ですと東北１キロとあったので私は必死に探しまし

たが、どの辺なのか分からないです。

周りに建物がほとんどないところのようです。これは前漢の一番最後のほう、前漢晩期の

周りに建物がほとんどないところのようです。これは前漢の一番

最後のほう、前漢晩期の墓葬なので、顕著な盛り土、マウンドがあります

。

では概要を少し見ていこうかと思いますけれども、 年と 年の二回に分けて

発掘が行われたようです。今回御説明するのは ～ 年にかけて出てきた物の中

で、Ｍ○○とあり、これがお墓の整理番号ですけれども、特にＭ

号墓の説明です。Ｍ６、７、

８いずれも簡牘１枚の出土がありました。ただ、全て副葬品のリストで具体的な物はあま

図 3　山東青島土山屯漢墓木牘出土関連地図
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五
一
広
場
は
長
沙
市
の
ど
真
ん
中
で
す
か
ら
、
全
体
的
発
掘
は
相

当
難
し
い
。
た
だ
、
兎
子
山
遺
址
は
先
ほ
ど
周
り
に
建
物
が
結
構
あ

り
ま
し
た
が
、
官
府
全
体
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
一
部
と
し

て
ど
ん
ど
ん
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
兎
子
山
遺
址
の
考
古
発
掘

を
五
一
広
場
一
帯
の
比
較
対
照
と
し
て
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
点
が
兎
子
山
簡
牘
考
察
の
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

次
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
山
東
の
土
山
屯
漢
墓
出
土
木
牘
で
す
。

山
東
省
は
青
島
が
非
常
に
有
名
な
都
市
で
、
日
本
人
と
し
て
も
な
じ

み
深
い
と
こ
ろ
で
す
の
で
余
計
な
説
明
は
必
要
な
い
か
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
少
し
南
の
ほ
う
で
す
ね
（
図
3
右
地
図
の
▲
）。

山
東
省
で
は
銀
雀
山
漢
墓
が
非
常
に
有
名
で
す
。
孫
子
兵
法
、
孫
臏

兵
法
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
非
常
に
有
名
な
竹
簡
群
で
す
け

れ
ど
も
、
大
体
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
少
し
北
、
北
東
側
の
辺
り

に
墓
地
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
大
体
の
周
り
の
部
分
で
す
が
、
説
明
で
す
と
東
北
一
キ
ロ

と
あ
っ
た
の
で
私
は
必
死
に
探
し
ま
し
た
が
、
ど
の
辺
な
の
か
分
か

ら
な
い
で
す
。周
り
に
建
物
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
こ
ろ
の
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
前
漢
晩
期
の
墓
葬
な
の
で
、
顕
著
な
盛
り
土
、
マ
ウ
ン
ド
が

あ
り
ま
す
。

で
は
概
要
を
少
し
見
て
い
こ
う
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

二
〇
一
一
年
と
二
〇
一
六
年
の
二
回
に
分
け
て
発
掘
が
行
わ
れ
た
よ

う
で
す
。
今
回
御
説
明
す
る
の
は
二
〇
一
六
～
二
〇
一
七
年
に
か
け

て
出
て
き
た
物
の
中
で
、
Ｍ
○
○
と
あ
り
、
こ
れ
が
お
墓
の
整
理
番

号
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
Ｍ147

号
墓
の
説
明
で
す
。
Ｍ6

・7

・8

い
ず
れ
も
簡
牘
一
枚
の
出
土
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
全
て
副
葬
品

の
リ
ス
ト
で
具
体
的
な
物
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

Ｍ147

の
こ
れ
は
竹チ
ク
シ笥

と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
竹
で
で
き
た

箱
で
す
ね
、
そ
こ
か
ら
筆
な
ど
と
と
も
に
木
牘
が
一
一
枚
出
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
少
し
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
注
目
し
て

い
た
だ
き
た
い
の
は
、
ほ
か
の
お
墓
か
ら
「
劉
林
」「
劉
賜
」「
劉
君

聖
」
の
印
鑑
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
発
掘
簡
報
で
は
、
こ

れ
ら
は
全
て
漢
の
宗
室
の
一
族
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測

を
立
て
て
い
ま
す
。

今
回
の
Ｍ147

の
墓
主
は
劉
賜
と
い
う
名
前
で
、「
堂
邑
令
印
」

と
い
う
印
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
生
前
は
堂
邑
県
令
、
県
の
長
官

だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
木
牘
は
堂
邑
県

の
記
録
で
あ
っ
て
、
県
令
と
し
て
の
執
務
に
関
係
す
る
も
の
だ
と
推

測
が
立
ち
ま
す
。
墓
葬
年
代
は
木
牘
の
中
に
元
寿
二
年
云
々
と
い
う

記
述
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
元
寿
二
年
十
一
月
の
後
間
も
な
く
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
こ
の
発
掘
簡
報
の
二
つ
目
、『
考
古
学
報
』
に
載
っ
て
い

る
論
文
を
も
と
に
内
容
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

土
山
屯
漢
墓
の
非
常
に
注
目
す
べ
き
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど

も
、
最
近
は
中
国
の
こ
う
い
う
有
名
な
簡
牘
出
土
の
状
況
や
墓
地
の

発
掘
の
様
子
を
カ
メ
ラ
で
記
録
を
取
っ
て
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
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に
し
て
い
る
場
合
が
結
構
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
こ
れ
も
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ

の
一
〇
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
放
送
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今

回
静
止
画
で
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
だ
け
取
っ
て
皆
さ
ん
と
共
有
し
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。
土
山
屯
漢
墓
発
掘
の
様
子
で
す
。

ま
ず
最
初
に
こ
れ
が
内
棺
で
、
棺
の
中
の
足
の
部
分
を
整
理
し
て

い
る
と
き
と
い
う
説
明
で
す
。
そ
の
後
、竹
笥
が
出
て
き
ま
し
た
が
、

結
構
驚
き
ま
す
ね
。
形
を
よ
く
残
し
て
い
ま
す
。
中
に
何
が
入
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
発
掘
者
た
ち
が
上
か
ら
穴
を
空
け
て

い
る
の
で
す
。
バ
リ
バ
リ
と
割
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
中
か
ら

こ
の
よ
う
に
簡
牘
が
出
て
き
て
、
ラ
イ
ト
を
当
て
る
と
文
字
が
見
え

る
。そ

れ
で
ほ
か
の
副
葬
品
な
ど
と
と
も
に
こ
の
簡
牘
の
出
て
き
た
状

態
が
カ
メ
ラ
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
非
常
に
リ
ア
ル
に
我
々
に
も

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
重
な
り
合
っ
て
い
る
状
況
や
、
ど
う

い
う
物
と
一
緒
に
出
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
最
後
に
取
り

出
し
て
寸
法
な
ど
を
測
り
、
上
の
汚
れ
を
取
っ
て
見
て
い
る
の
だ
と

い
う
感
じ
で
す
ね
。
我
々
、
外
国
人
の
研
究
者
は
こ
う
い
う
発
掘
調

査
に
参
加
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
こ
う
い
う
番
組
に
よ
っ
て

非
常
に
リ
ア
ル
に
理
解
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

木
牘
は
大
体
一
一
枚
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
長
さ
で
す
け
れ
ど
も

二
三
セ
ン
チ
、
幅
が
七
セ
ン
チ
で
、
一
〇
枚
が
重
な
っ
た
状
態
で
出

土
し
て
い
ま
す
。
一
〇
枚
の
木
牘
の
う
ち
二
枚
は
字
が
な
か
っ
た
。

『
考
古
学
報
』
に
一
枚
だ
け
簡
牘
の
図
版
が
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

が
「
堂
邑
元
寿
二
年
要
具
簿
」
と
い
う
物
で
す
。
何
が
書
い
て
あ
る

か
と
い
う
と
、
官
吏
の
数
・
吏
員
数
や
県
城
・
池
の
大
き
さ
・
戸
口

数
・
犯
罪
人
数
・
兵
器
数
等
々
、
要
す
る
に
県
内
の
統
計
記
録
が
事

細
か
く
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
税
収
と
未
納
の
税
の

詳
細
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
す
。
ほ
か
に

も
い
ろ
い
ろ
な
物
が
出
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
今
回
は
触
れ
な
い
こ

と
に
し
ま
す
。

ま
た
、
衣
物
疏
、
副
葬
品
の
リ
ス
ト
に
「
堂
邑
戸
口
簿
一
」
書
い

て
あ
り
ま
す
。
こ
の
副
葬
品
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
、
戸
口
簿
一
枚
が

入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
実
際
に
出
て
き
た
の
は

一
一
枚
で
す
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も

一
つ
問
題
に
な
り
ま
す
。

実
際
の
物
が
こ
れ
で
す
（
図
4
）。
非
常
に
小
さ
い
字
で
び
っ
し

り
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
論
文
に
釈
文
―

―
活
字
化
し
た
内
容
も
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
そ

ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
内
容
に
つ

い
て
は
時
間
の
関
係
で
触
れ
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
漢
墓
出
土
の
簿
籍
の
ポ
イ
ン
ト
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
最
初
に
墓
主
の
身
分
や
出
土
状
況
な

ど
を
総
合
的
に
理
解
し
て
簡
牘
の
性
質
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
出
て
き
た
物
が
ど
う
い
う
物
な
の
か
、
今
回
の
土
山
屯
漢

墓
の
説
明
で
す
と
、
統
計
記
録
で
「
上
計
」
の
た
め
に
作
ら
れ
た
物

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。「
上
計
」
と
い
う
の
は
、
前
漢
時
代
に
行
わ
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図 4　「堂邑元寿二年要具簿」（『考古学報』2019 年第 3期より転載）図４ 「堂邑元寿二年要具簿」（『考古学報』二〇一九年第三期より転載）

衣物疏、副葬品のリストに「堂邑戸口簿一」書いてあります。この副葬品のリストを見

ると、戸口簿１枚が入っていたということになりますが、実際に出てきた
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れ
た
、
県
内
の
会
計
記
録
を
中
央
へ
上
供
す
る
と
い
う
非
常
に
重
要

な
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
た

物
な
の
だ
と
。

こ
れ
が
生
前
使
用
し
て
い
た
物
な
の
か
、
冥
界
で
使
用
す
る
た
め

な
の
か
と
い
う
点
も
非
常
に
重
要
で
す
。
こ
の
点
は
ほ
か
の
典
籍
や

法
律
文
献
の
資
料
を
見
る
と
き
で
も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題

で
す
。
こ
の
簿
籍
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
発
掘
簡
報
の
説
明
で

す
と
、
県
ク
ラ
ス
の
統
計
記
録
で
最
も
詳
し
い
物
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
よ
う
な
墓
葬
出
土
の
簿
籍
は
こ
れ
に
限
ら
ず
前
例
が
か
な

り
あ
り
ま
し
て
、
尹
湾
漢
簡
・
鳳
凰
山
漢
簡
・
天
長
漢
簡
・
松
柏
漢

簡
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
資
料
が
既
に
出
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て

比
較
研
究
が
今
後
進
む
は
ず
で
す
。

特
に
前
漢
の
郡
・
県
・
郷
と
い
う
各
行
政
ク
ラ
ス
の
統
計
記
録
が

か
な
り
そ
ろ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
各
行
政
機
構
で

ど
の
よ
う
に
統
計
が
取
ら
れ
、
最
終
的
に
中
央
に
持
っ
て
い
く
上
計

に
結
実
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
リ
ア
ル
に
分
か
っ
て
く
る

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
劉
氏
の
墓
群
で
あ
る
点
も
非
常
に
重
要
で
す
。
こ

の
墓
群
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
こ
の
土
地
に
枝
分
か
れ
し
た
劉

氏
一
族
が
豪
族
と
し
て
根
を
張
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
人
間
が
県
の
役
人
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
の
が
重
要
で
す
。
こ
れ
も
地
域
研
究
の
一
つ
と
し
て
非
常

に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

大
体
、
こ
れ
が
土
山
屯
漢
墓
の
内
容
で
す
。

で
は
最
後
の
新
資
料
で
す
け
れ
ど
も
、
胡
家
草
場
漢
墓
出
土
簡
牘

で
す
。
湖
北
省
の
荊
州
市
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
少
し
見
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
荊
州
市
紀
南
鎮
岳
山
村
で
す
が
、
右
側
の

地
図
で
す
ね
（
図
5
）、
こ
の
辺
一
帯
に
い
ろ
い
ろ
な
お
墓
が
あ
っ

て
、
簡
牘
が
か
な
り
出
て
き
て
い
る
と
い
う
非
常
に
重
要
な
と
こ
ろ

で
す
。
前
漢
が
メ
イ
ン
で
す
ね
。
胡
家
草
場
漢
墓
が
こ
こ
に
あ
り
ま

す
。
付
近
に
周
家
台
や
謝
家
橋
と
い
っ
た
墓
地
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら

も
簡
牘
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
紀
南
城
と
あ
り
ま
す
。
戦
国
楚
の
王
城
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
す
け
れ
ど
も
、
紀
南
城
の
中
か
ら
も
鳳
凰
山
前
漢
簡
牘
が
出
て
き

て
い
て
、
や
は
り
こ
の
辺
り
一
帯
が
簡
牘
保
存
に
適
し
た
場
所
で
あ

る
こ
と
が
見
て
お
分
か
り
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
地
図
で
確
認
し
ま
す
と
、
荊
州
の
市
街
地
は
も
っ
と
南
の
ほ

う
で
す
。
発
掘
場
所
は
ど
こ
か
と
い
い
ま
す
と
、
ど
真
ん
中
の
こ
れ

で
す
。
こ
れ
が
発
掘
場
所
で
す
。
周
り
を
見
る
と
割
と
何
も
な
い
と

こ
ろ
で
す
。
そ
こ
か
ら
こ
う
い
う
大
規
模
な
お
墓
が
出
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
お
墓
を
掘
っ
て
い
く
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
棺
が

出
て
く
る
わ
け
で
す
。

こ
の
概
要
図
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
簡

牘
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で
す
。
先
ほ
ど
の
土
山
屯

漢
墓
で
す
と
、
足
元
か
ら
出
て
き
た
、
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
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胡
家
草
場
漢
墓
で
す
と
こ
の
部
分
、
北
に
向
か
っ
て
い
る
部
分
で
す

け
れ
ど
も
、
実
は
こ
こ
が
頭
の
ほ
う
で
す
。
頭
の
部
分
の
頭
箱
か
ら

出
て
き
て
い
ま
す
。
副
葬
品
を
入
れ
る
よ
う
に
専
門
に
設
け
ら
れ
て

い
る
空
間
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
頭
の
ほ
う
か
ら
出
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
Ｍ12:90

と
あ
り
ま
す
。
ま
ず
こ
れ
が
簡
牘
の
入
っ
て

い
た
竹
笥
で
す
。
さ
ら
に
Ｍ12:10

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

も
簡
牘
が
入
っ
て
い
た
竹
笥
で
、
二
カ
所
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
非
常
に
大
量
の
簡
牘
が
出
て
い
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
で
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
一
八
年
か
ら
発
掘
を
行
っ

て
、
二
〇
一
九
年
三
月
ぐ
ら
い
に
は
も
う
判
明
し
て
い
ま
し
た
が
、

簡
牘
が
出
土
し
た
の
は
ご
く
最
近
で
す
。
整
理
が
非
常
に
速
く
て

二
〇
二
〇
年
に
は
発
掘
簡
報
が
出
ま
し
た
。
簡
牘
は
二
つ
の
竹
笥

か
ら
出
土
し
て
、
竹
簡
と
木
簡
に
編
号
、
簡
番
号
で
す
ね
、
一
～

四
、六
三
六
、
つ
ま
り
、
大
体
四
、六
〇
〇
簡
超
は
出
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
と
て
つ
も
な
い
数
字
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
睡
虎
地
秦
簡
が
大
体 

一
、一
五
五
枚
、
張
家
山
漢
簡
は
当
時
の
法
律
な
ど
が
書
か
れ
て
い

ま
す
が
、
全
体
で
一
、二
〇
〇
枚
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
湖
南
大
学
が
購

入
し
た
「
岳
麓
書
院
蔵
秦
簡
」
と
い
う
統
一
秦
の
竹
簡
が
あ
り
ま
す

が
、
あ
れ
で
大
体
二
、〇
〇
〇
簡
超
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

を
は
る
か
に
し
の
ぐ
数
の
簡
牘
が
一
気
に
出
て
き
て
、
び
っ
く
り
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

墓
葬
年
代
は
江
陵
鳳
凰
山
Ｍ9

～168

号
墓
な
ど
と
同
じ
く
ら

図 5　湖北荊州胡家草場漢墓簡牘出土関連地図

ですね、この辺一帯にいろいろなお墓があって、簡牘がかなり出てきているという非常に

重要なところです。

前漢がメインですね。胡家草場漢墓がここにあります。付近に周家台や謝家橋といった墓

前漢がメインですね。胡家草場漢墓がここにあります。付近に周家台や謝家橋といった墓

前漢がメインですね。

胡家草場漢墓がここにあります。付近に周家台や謝家

橋といった墓地があり、ここからも簡牘が出てきています。

ここに紀南城とあります。戦国楚の王城があったところですけれども、紀南城の中から

も鳳凰山前漢簡牘が出てきていて、やはりこの辺り一帯が非常に重要な場所である

ことが見てお分かりかと思います。

図５ 湖北荊州胡家草場漢墓簡牘出土関連地図

この地図で確認しますと、荊州の市街地はもっと南のほうです。発掘場所は

どこかといいますと、ど真ん中のこれです。これが発掘場所です。周りを見ると割と何も

ないところです。そこからこういう大規模なお墓が出てきているということです。お墓を

掘っていくとこういうふうに棺が出てくるわけです。

この概要図を見ていただければと思いますけれども、簡牘がどこから出てきたのかとい

う点です。先ほどの土山屯漢墓ですと、足元から出てきた、という説明がありました。胡

家草場漢墓ですとこの部分、北に向かっている部分ですけれども、実はここが頭のほうで

コメントの追加 [h4]: ？
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い
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
文
帝
期
ぐ
ら
い
だ
と
い
う
こ

と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
十
分
で
す
。
下
限
年
代
は
早
く
と
も

文
帝
後
元
元
年
辺
り
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
墓
主
の
身
分

は
こ
の
発
掘
簡
報
で
は
は
っ
き
り
と
断
定
し
て
い
な
い
で
す
。
鳳
凰

山
Ｍ168
墓
主
く
ら
い
だ
ろ
う
、
と
説
明
が
あ
り
ま
し
て
、
鳳
凰

山
の
Ｍ168

の
墓
主
は
前
漢
の
二
十
等
爵
の
第
九
級
五
大
夫
で
し

た
が
、
そ
こ
か
ら
す
る
と
ど
う
も
胡
家
草
場
漢
墓
の
墓
主
も
そ
の
ぐ

ら
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
が
大
体
つ
く
わ
け
で
す
。

簡
牘
に
「
歳
記
」
を
含
む
こ
と
か
ら
歴
史
関
係
、「
史
」
類
の
官
吏

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。「
歳
記
」
と
い
う
の
は
、
要

す
る
に
歴
史
書
の
類
で
、
何
年
に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
物
で
す
。

出
土
状
況
で
す
け
れ
ど
も
、
盗
掘
に
遭
っ
て
い
る
た
め
に
副
葬
品

の
多
く
は
保
存
状
態
が
あ
ま
り
良
く
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
竹
笥
及

び
簡
牘
の
保
存
状
態
だ
け
は
非
常
に
良
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
後
ほ
ど
写
真
が
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
非
常
に
き
れ
い
な
状

態
で
出
て
き
て
い
る
こ
と
に
最
初
は
驚
き
ま
す
。

二
つ
の
竹
笥
で
す
け
れ
ど
も
、
Ｍ12:10

、
Ｍ12:90

と
番
号
が

振
ら
れ
て
い
ま
す
。
Ｍ12:10

は
竹
簡
や
木
簡
、
木
牘
で
い
っ
ぱ
い

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
硯
や
墨
な
ど
筆
記
道
具
と
と
も

に
竹
簡
が
入
っ
て
い
た
。
大
部
分
は
竹
笥
の
中
に
収
ま
っ
た
状
態
に

あ
っ
て
、
埋
葬
当
時
の
状
態
を
よ
く
保
っ
て
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の

土
山
屯
漢
墓
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
簡
牘
は
お
墓
に
埋
葬
す
る
場

合
は
竹
笥
の
中
に
入
れ
て
あ
る
場
合
が
結
構
あ
り
ま
す
。
ほ
か
に
木

の
箱
に
入
っ
て
い
る
と
か
、
裸
の
ま
ま
棺
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
保
存
当
時
の
状
態
は
、
胡
家
草
場

で
は
非
常
に
よ
く
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

内
容
は
歳
紀
・
暦
・
日
至
等
の
暦
関
係
、
法
律
文
献
・
医
方
と
雑

方
等
の
技
術
書
、
日
書
は
当
時
の
占
い
書
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
簿

籍
も
あ
り
、
そ
し
て
副
葬
品
の
リ
ス
ト
に
遣
冊
が
出
て
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
暦
と
日
至
、
日
書
は
巻
題
が
、
法
律
文
献
は
巻
題
・

篇
題
・
目
録
が
、
医
方
及
び
雑
方
は
目
録
が
付
い
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

こ
れ
が
簡
牘
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
Ｍ12:10

の
竹

笥
の
写
真
で
す
。
大
体
、
正
方
形
の
よ
う
な
感
じ
の
箱
で
、
中
に
簡

牘
が
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
に
詰
ま
っ
て
い
る
状
態
を
よ
く
残
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
上
の
竹
笥
の
部
分
を
取
り
除
い
て
、
そ
の
中
の
竹
笥
だ

け
を
出
し
て
み
ま
す
と
、
大
体
こ
う
い
う
感
じ
で
す
（
図
６
）。
こ

こ
か
ら
、
当
時
ど
う
い
う
配
列
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に

巻
い
た
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
か
な
り
情
報
が
残
さ

れ
て
い
て
、
こ
れ
は
復
元
に
も
非
常
に
有
利
で
、
こ
う
い
っ
た
簡
牘

は
こ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ぐ
ら
い

良
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

内
容
は
時
間
の
関
係
で
簡
単
に
話
し
ま
す
。
歳
紀
は
秦
・
昭
王
か

ら
秦
・
始
皇
帝
ま
で
の
大
事
記
、
ま
た
秦
・
二
世
皇
帝
か
ら
前
漢
文

帝
ま
で
の
大
事
記
が
あ
り
ま
す
。
暦
は
文
帝
の
後
元
元
年
か
ら
前
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六
四
年
ま
で
の
一
〇
〇
年
間
の
朔
日
や
干
支
を
記
し
て
い
ま
す
。
日

至
は
冬
至
な
ど
の
八
節
気
、
冬
至
・
立
春
・
春
分
・
立
夏
・
夏
至
・

立
秋
・
秋
分
・
立
冬
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
注
目
す
べ
き
点
は
法
律
文
献
で
す
。
発
掘
簡
報
で
は
、
律

典
と
令
典
、
案
例
が
出
て
き
た
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
す
。
律
典
は

律
が
書
か
れ
、
令
典
は
令
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
法
律
は
律

と
令
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
科
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
主
な
も
の
は
律
と
令
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
律
典
は
三
巻
あ
り
、
第
一
巻
の
内
容
は
睡
虎
地
七
七
号
漢
墓

竹
簡
に
見
え
る
「
律
典
」、

こ
れ
は
後
ほ
ど
説
明
し
ま

す
。
睡
虎
地
秦
簡
が
有
名

で
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一

つ
第
七
七
号
漢
墓
か
ら
簡

牘
が
出
土
し
て
お
り
、
そ

こ
に
は
一
つ
律
の
区
分
と

し
て
「
□
律
」
と
い
う
記

載
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

内
容
を
見
て
み
る
と
、
胡

家
草
場
と
睡
虎
地
漢
簡
の

「
□
律
」
と
い
う
括
り
の
中

に
含
ま
れ
て
い
た
内
容
が

か
な
り
対
応
し
て
い
る
と

い
う
も
の
で
す
。

第
二
巻
は
「
旁
律
甲
」、
第
三
巻
は
「
旁
律
乙
」
の
巻
題
が
あ
る

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
睡
虎
地
七
七
号
漢
墓
竹
簡
で
分
か
っ
た
こ

と
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
当
時
の
律
は
「
□
律
」「
旁
律
」
と
二

つ
に
大
分
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
胡
家
草
場
で
確
認
で
き
る
よ
う

で
す
。
第
一
巻
、
第
二
巻
、
第
三
巻
は
後
ほ
ど
説
明
し
ま
す
。
告
律
・

盗
律
・
賊
律
云
々
と
い
ろ
い
ろ
な
法
律
が
残
っ
て
い
た
こ
と
が
か
な

り
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
令
典
、
令
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
一
巻

に
は
「
令
散
甲
」
と
い
う
巻
題
が
あ
り
ま
す
。
内
容
に
は
令
甲
・
令

乙
・
令
丙
・
令
丁
・
令
戊
等
々
さ
ま
ざ
ま
な
令
が
含
ま
れ
て
い
た
。

今
回
は
時
間
の
関
係
で
令
に
つ
い
て
は
説
明
で
き
な
い
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
ち
ら
の
医
方
及
び
雑
方
と
い
う
、
日
書
、
簿
籍
な
ど
の
説
明
は

時
間
の
関
係
も
あ
る
の
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、日
書
の
中
、

占
い
書
の
中
で
一
つ
注
目
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
「
五
行
日
書
」
と

い
う
巻
題
が
出
て
き
た
こ
と
で
す
。
当
時
、
こ
の
「
五
行
日
書
」
と

い
う
物
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
分
か
っ
た
と
い
う
点
が
非
常
に
重
要
で

す
。日

書
は
戦
国
時
代
か
ら
ず
っ
と
占
い
書
と
し
て
あ
っ
て
、
前
漢
ま

で
来
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
前
漢
の
文
帝
期
に
な
る
と
そ
れ

が
五
行
と
結
び
つ
い
て
「
五
行
日
書
」
と
い
う
物
が
あ
っ
た
の
だ
と

い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
分
か
り
ま
す
。
こ
の
日
書
の
内
容
は
当
時
の

図 6　胡家草場漢墓出土簡牘整理前の状況
（『文物』2020 年第 2期より転載）

態をよく保っていました。先ほどの土山屯漢墓もそうですけれども、簡

牘はお墓に埋葬する場合は竹笥の中に入れてある場合が結構あります。ほかに木の箱に入

っているとか、裸のまま棺に入れられている状態もよ

くあります。そういった保存当時の状態は、胡家草場では非常によく残っていたというこ

とです。

内容は歳紀・暦・日至等の暦関係、法律文献・医方と雑方等の技術書、日書は当時の占

い書のことです。また、簿籍もあり、そして副葬品のリストに遣冊が出てきているという

ことです。暦と日至、日書は巻題が、法律文献は巻題・篇題・目録が、医方及び雑方は目

録が付いていたということです。

これが簡牘でいっぱいになっていたというＭ の竹笥の写真です。大体、正方形の

ような感じの箱で、中に簡牘がぎゅうぎゅうに詰まっている状態をよく残していると思い

ます。上の竹笥の部分を取り除いて、その中の竹笥だけを出してみますと、大体こういう

感じです。ここから、当時どういう配列になっていたのか、どういう巻いた状態になって

いたのかというのは、かなり情報が残されていて、これは復元にも非常に有利で、こうい

った簡牘はこれまではほとんどなかったのではないかというぐらい良い状況になっていま

す。

図６ 胡家草場漢墓出土簡牘整理前の状況（『文物』二〇二〇年第二期より転載）

内容は時間の関係で簡単に話します。歳

紀は秦・昭王から秦・始皇帝までの大事記、また秦・二世皇帝から前漢文帝までの大事記

があります。暦は文帝の後元元年から前 年までの 年間の朔日や干支を記していま

す。日至は冬至などの八節気、冬至・立春・春分・立夏・夏至・立秋・秋分・立冬が書か

れています。

今回、注目すべき点は法律文献です。発掘簡報では、律典と令典、案例が出てき
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図 7　胡家草場漢墓出土簡牘（右より：律の目録・外楽律・律の篇題。
『文物』2020 年第 2期より転載）

図７ 胡家草場漢墓出土簡牘（右より：律の目録・外楽律・律の篇題。『文物』二〇二〇
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官
吏
の
生
活
の
一
部
を
う
か
が
う
点
で
非
常
に
重
要
な
物
で
す
。
そ

れ
も
か
な
り
簡
数
の
多
い
物
が
出
て
き
て
、
今
後
の
研
究
が
注
目
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

簡
牘
の
写
真
で
す
け
れ
ど
も（
図
7
）、胡
家
草
場
の
内
容
で
す
と
、

ま
ず
一
番
右
側
が
目
録
で
す
。
何
々
律
、
何
々
律
と
た
く
さ
ん
書
か

れ
て
い
て
、
最
後
に
「
・
凡
十
四
律
」
と
あ
り
ま
す
。
真
ん
中
が
律

の
内
容
で
す
。
上
か
ら
下
ま
で
き
れ
い
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
と
対
照
的
に
一
番
左
の
写
真
で
す
と
、
こ
の

右
の
簡
は
ど
う
も
二
段
に
分
か
れ
て
書
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ

は
「
外
楽
律
」
と
い
う
律
の
内
容
で
す
。
こ
れ
は
当
時
の
「
武
徳
の

舞
」
な
ど
舞
踊
を
規
定
し
て
い
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
篇
題
で
す
ね
、「
行
書
律
」
と
か
「
爵
律
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
物
が
発
掘
簡
牘
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
て
参
照
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
一
見
し
て
分
か
る
と
お
り
、
文
字
も
摩
滅
が
非
常
に

少
な
く
て
、
非
常
に
き
れ
い
な
状
態
で
出
て
き
た
と
こ
ろ
が
注
目
で

す
。あ

と
は
先
ほ
ど
の
日
書
で
す
。
一
番
左
は
医
方
、
医
学
書
と
い
う

説
明
で
す
。

胡
家
草
場
漢
墓
簡
牘
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
発
掘
簡
報
の

説
明
で
は
、
前
漢
簡
牘
で
巻
か
れ
た
状
態
や
収
納
の
様
子
が
最
も
よ

く
保
存
さ
れ
た
例
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
法

律
文
献
に
限
っ
て
言
う
と
、
胡
家
草
場
出
土
法
律
簡
は
数
量
が
最
も

多
く
、
最
も
よ
く
体
系
さ
れ
た
「
律
典
」
で
あ
り
、「
正
律
」「
旁
章
」

の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な
資
料
と
な
り
得
る
、
と
あ

り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
正
律
・
旁
章
に
つ
い
て
は
最
後
に
詳
し
く
述
べ
た
い

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
制
史
研
究
の
中
で
非
常
に
重
要
な
内
容

で
す
。
当
時
の
漢
律
に
は
二
つ
の
区
分
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

が
伝
世
文
献
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
関
係
す
る
物

で
す
。

次
に
、
墓
葬
出
土
簡
牘
の
考
え
方
で
す
け
れ
ど
も
、
簡
牘
の
組
み

合
わ
せ
も
非
常
に
重
要
で
す
。
法
律
文
書
及
び
行
政
文
書
と
数
術
文

書
・
日
記
・
大
事
記
・
告
地
策
な
ど
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
出
て
く
る
。

こ
れ
を
持
っ
て
い
た
、
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
官
吏
は
ど
う
い
う
日
常

生
活
を
送
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
す
ね
。
こ
れ
が
復
元
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
官
吏
の
読
書
習
慣
を
復
元
す
る
こ
と
が
、
当
時
の
官

吏
の
世
界
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
当
時
の
社

会
を
よ
り
深
く
考
え
る
き
っ
か
け
に
つ
な
が
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
も
の
が
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
ね
。

で
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
す
け
れ
ど
も
、こ
う
い
っ
た
簡
牘
の
整
理
・

保
存
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
保
存
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
部
分
で

す
。
先
ほ
ど
の
胡
家
草
場
簡
牘
も
少
し
上
か
ら
押
さ
れ
て
、
し
か
も

ど
う
も
柔
ら
か
く
な
っ
て
ぺ
た
っ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
状
態
か
ら
ど
う
や
っ
て
剥
離
し
て
整
理
す
る
の
か
を
皆
さ
ん
と
見

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
使
用
す
る
物
は
、
私
の
知
り
合
い
の
関
係
で
写
真
を
調
達
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で
き
た
の
が
北
京
大
学
蔵
秦
簡
と
海
昏
侯
墓
出
土
簡
牘
で
す
。
両
者

と
も
最
近
出
た
簡
牘
で
す
け
れ
ど
も
、
両
方
と
も
北
京
大
学
が
整
理

を
担
当
し
て
い
ま
し
て
、
整
理
の
過
程
を
「
室
内
発
掘
」
と
称
し
て

記
録
し
て
い
ま
す
。
写
真
を
見
な
が
ら
簡
単
に
見
て
い
こ
う
と
思
い

ま
す
。

こ
れ
が
全
体
像
で
す
（
図
8
）。
こ
ち
ら
は
室
内
発
掘
の
様
子
で

す
け
れ
ど
も
、
中
国
社
会
科
学
院
古
代
史
研
究
所
の
楊
博
氏
か
ら
写

真
提
供
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
楊
先
生
は
も
と
も
と
北
京
大
学
の
出

身
で
、
簡
牘
の
整
理
に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
人
で
す
。
現
在
で
も
北

京
大
学
蔵
簡
牘
と
海
昏
侯
墓
出
土
簡
牘
の
整
理
を
ず
っ
と
続
け
て
い

る
方
で
す
。
こ
れ
は
北
京
大
学
の
中
の
全
体
像
だ
そ
う
で
す
。

最
初
に
北
京
大
学
秦
簡
が
北
京
大
学
に
持
ち
込
ま
れ
て
き
た
と
き

の
様
子
は
、
黒
い
ビ
ニ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
、
出
土
し
た
当
時
の
状
況

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ

れ
も
海
外
流
出
簡
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
海
外
か
ら
寄
贈
さ
れ
て

き
た
物
で
、
も
と
も
と
盗
掘
さ
れ
た
物
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
洗
浄
し
ま
す
。
上
の
泥
を
取
り
除
い
て
い
き
ま
す
。

洗
浄
し
た
後
に
筆
な
ど
を
使
っ
て
剥
離
し
て
い
き
ま
す
。
簡
の
汚
れ

を
除
き
な
が
ら
間
の
泥
を
取
っ
て
、
と
い
う
形
で
す
ね
。

次
に
剥
離
し
な
が
ら
パ
ソ
コ
ン
で
簡
番
号
を
付
け
た
り
、
剥
離
状

況
か
ら
大
体
の
概
念
図
な
ど
を
一
緒
に
制
作
し
て
い
き
ま
す
。
奥
に

は
竹
簡
の
並
ん
で
い
る
状
況
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
次
に
赤
外
線

ス
キ
ャ
ン
を
行
い
ま
す
。
一
簡
、
一
簡
こ
う
や
っ
て
手
作
業
で
並
べ

図 8　北京大学蔵簡牘「室内発掘」の様子（中国社会科学院古代史研究所楊博氏提供）

も柔らかくなってぺたっとなってしまっています。この状態からどうやって剥離して整理

するのかということを皆さんと見ていきたいと思います。

ここで使用する物は、私の知り合いの関係で写真を調達できたのが北京大学蔵秦簡と海

昏候墓出土簡牘です。両者とも最近出た簡牘ですけれども、両方とも北京大学が整理を担

当していまして、整理の過程を「室内発掘」と称して記録しています。写真を見ながら簡

単に見ていこうと思います。

図８ 北京大学蔵簡牘「室内発掘」の様子（中国社会科学院古代史研究所楊博氏提供）

これが全体像です。こちらは室内発掘の様子ですけれども、中国社会科学院古代史研究

所の楊博氏から写真提供をいただきました。楊先生はもともと北京大学の出身で、簡

牘の整理に直接関わっている人です。現在でも北京大学蔵簡牘と海昏候墓出土簡牘

の整理をずっと続けている方です。これは北京大学の中の全体像だそうです。

最初に北京大学秦簡が北京大学に持ち込まれてきたときの様子は、

黒いビニールに包まれて、出土した当時の状況であろうと考えられている状態になっ

ているわけです。これも海外流出簡と言われていまして、海外から寄贈されてきた物で、
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て
ス
キ
ャ
ン
を
し
て
い
き
ま
す
。
最
後
に
薬
品
に
浸
け
て
状
態
を
固

定
さ
せ
る
と
い
う
状
況
で
す
。
楊
先
生
の
話
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の

薬
品
は
マ
ロ
ン
ジ
ア
ル
デ
ヒ
ド
と
い
う
液
体
だ
そ
う
で
、
広
い
空
間

の
机
の
上
に
こ
う
い
う
箱
が
ず
ら
っ
と
並
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
に

な
り
ま
す
。

私
は
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
書
を
実
見
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

清
華
大
学
の
整
理
で
も
大
体
同
じ
よ
う
な
感
じ
で
す
。
箱
が
ず
ら
っ

と
並
ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
れ
が
大
体
、
整
理
の
様
子
だ

と
御
理
解
く
だ
さ
い
。

で
は
時
間
も
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
新
視
点
に
移

り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
特
に
挙
げ
る
の
は
①
漢
律
の
実
態
と

②
「
国
際
簡
牘
学
」
構
築
と
い
う
点
で
す
。

漢
律
の
実
態
で
す
け
れ
ど
も
、
胡
家
草
場
漢
簡
の
「
簡
牘
概
述
」

に
よ
る
と
、「
正
律
」「
旁
章
」
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
非
常
に
重

要
な
資
料
と
な
り
得
る
、
と
あ
り
ま
す
。「
正
律
」「
旁
章
」
は
伝
世

文
献
、『
晉
書
』
巻
三
〇
刑
法
志
「
魏
律
序
」
と
い
う
部
分
に
出
て

き
ま
す
。
魏
律
は
曹
魏
の
律
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
当
時
、
漢
律
か

ら
踏
襲
し
て
さ
ら
に
改
変
、
編
纂
を
加
え
て
十
八
篇
の
魏
律
を
作
っ

た
と
い
う
記
録
が
『
晉
書
』
刑
法
志
に
載
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ

こ
の
漢
律
の
様
子
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
　

…
…
凡
そ
定
む
る
所
十
三
篇
を
增
し
、
故
と
の
五
篇
を
就
け
、

合
わ
せ
て
十
八
篇
、
正
律
九
篇
に
於
て
は
增
を
爲
し
、
旁
章
科

令
に
於
て
は
省
を
爲
す
。

十
八
篇
作
っ
た
の
だ
と
い
う
部
分
と
、
後
ろ
が
漢
律
の
正
律
九
篇

と
い
う
こ
と
と
、あ
と
は
旁
章
科
令
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、

こ
こ
か
ら
分
か
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
漢
律
は
「
正
律
」
と
「
旁
章
」

と
い
う
二
つ
の
区
別
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

正
律
は
い
わ
ゆ
る
蕭
何
の
作
っ
た
と
言
わ
れ
る
「
九
章
律
」、
旁

章
は
「
九
章
律
」
以
外
の
律
、
そ
れ
と
令
・
科
が
存
在
し
た
と
い
う

こ
と
が
「
晉
書
」
刑
法
志
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ま

で
に
相
当
長
い
論
争
が
あ
り
ま
す
が
、
一
部
研
究
者
は
実
在
に
懐
疑

的
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
胡
家
草
場
漢
墓
竹
簡
や
兎
子
山
簡
牘
、
睡

虎
地
七
七
号
漢
墓
竹
簡
に
新
し
い
事
実
が
出
て
き
ま
し
た
。

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
睡
虎
地
七
七
号
漢
墓
竹
簡
に
、

ま
ず
「
□
律
」「
旁
律
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
も
こ
れ

が
漢
律
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
分

か
り
ま
し
た
。
た
だ
、こ
の
「
□
律
」
の
未
読
字
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
兎
子
山
簡
牘
に
こ
れ
を
解
く
て
が
か
り
が
一
つ
残
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
中
国
人
民
大
学
の
張
忠
煒
氏
と
湖
南
省
文
物
考
古
研
究

所
の
張
春
龍
氏
の
連
名
に
よ
る
論
文
で
兎
子
山
簡
牘
か
ら
出
て
き
た

一
枚
の
木
牘
に
つ
い
て
図
版
・
釈
文
が
初
公
開
さ
れ
ま
し
た（

1
（

。

こ
れ
が
写
真
で
す
け
れ
ど
も
（
図
9
右
）、
左
側
が
正
面
、
右
側

が
背
面
で
す
。
こ
れ
は
律
の
リ
ス
ト
で
す
。
何
々
律
、
何
々
律
と
あ

り
ま
す
が
、
最
後
に
「
獄
律
十
七
章
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
下
に

続
け
て
ま
た
何
と
か
律
、何
と
か
律
と
あ
っ
て
、背
面
に
入
る
と
「
旁
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律
廿
七
章
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
非
常
に
重
要
な
資
料
と

な
っ
て
、
睡
虎
地
七
七
号
漢
墓
竹
簡
の
「
□
律
」
は
ほ
ぼ
こ
の
獄
律

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
文
帝
期
の
漢
律
は
ど
う
も
獄
律
と
旁
律
の
区
別

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
分
か
り
ま
す
。
で
は
、
そ
れ

と
『
晉
書
』
刑
法
志
の
魏
律
序
に
書
い
て
あ
る
「
正
律
」
と
「
旁
章
」

は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
今
、
ま
さ
に
議
論

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
研
究
者
に
よ
っ
て
は
獄
律
が
「
正
律
」
で
、

旁
律
は
「
旁
章
」
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
一
つ
問
題
は
、
先
行
研
究
で
は
正
律
は
九
章
律
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
九
章
律
も
か
な
り
実
在
が
疑
わ
れ
て

い
て
、
こ
の
当
時
、
簡
牘
が
出
土
し
た
文
帝
期
に
九
章
律
と
い
う
も

の
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
か
な
り
議
論
が
必
要
な
部
分

で
す
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
「
獄
律
は
九
章
律
と
関
係
あ
る
の
か
」

と
い
う
部
分
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
ち
ら
に
出
し
た
エ
ク
セ
ル
の
リ
ス
ト
を
ち
ょ
っ
と
御
覧
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
エ
ク
セ
ル
の
リ
ス
ト
に
睡
虎
地
七
七
号
竹
簡

と
胡
家
草
場
、
兎
子
山
の
リ
ス
ト
、
あ
と
九
章
律
が
載
っ
て
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
見
て
い
る
限
り
ほ
と
ん
ど
の
律
が
一
致
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
文
帝
期
に
は
こ
の
獄
律
が
か

な
り
ま
と
ま
っ
て
き
て
い
る
、
獄
律
の
中
に
こ
の
律
が
あ
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
が
概
念
と
し
て
か
な
り
成
立
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
分

図 9　兎子山第七号井出土律名木牘（張忠煒・張春龍「漢律体系新論――以益陽兎子山遺址出土
漢律律名為中心」（『歴史研究』2020 年第 6期）より転載）

図９ 兎子山第七号井出土律名木牘（張忠煒・張春龍「漢律体系新論ーー以益陽兎子山遺

址出土漢律律名為中心」（『歴史研究』二〇二〇年第六期）より転載）

そうしますと、文帝期の漢律はどうも獄律と旁律の区別があったということが、ここか

分かります。では、それと「晉書」刑法志の魏律序に書いてある「正律」と「旁章」はど

のような関係にあるのかということが今、まさに議論されているわけです。研究者によっ

ては獄律が「正律」で、旁律は「旁章」に相当するのではないかということが考えられて

います。

ただ、１つ問題は、先行研究では正律は九章律と考えられています。しかし、実は九章

律もかなり実在が疑われている物であって、この当時、簡牘が出土した文帝期に九章律と

いうものがあったのかどうかというのはかなり議論が必要な部分です。ここから考えると

「獄律は九章律と関係あるのか」という部分が重要になってくるかと思います。

こちらに出したエクセルのリストをちょっと御覧いただきたいと思います。エ

クセルのリストに睡虎地七七号竹簡と胡家草場、兎子山のリスト、あと九章律が載って

いますけれども、これを見ている限りほとんどの律が一致していることが分かります。し

たがって文帝期にはこの獄律がかなりまとまってきている、獄律の中にこの律があ

るべきだということが概念としてかなり成立してきていることが分かります。

※別途エクセルを添付

書式を変更: フォント
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か
り
ま
す
。

旁
律
の
中
も
か
な
り
共
通
し
て
い
ま
す
。
少
し
後
ろ
の
ほ
う
で
胡

家
草
場
の
み
に
出
て
き
て
い
る
物
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
と
な
る
律

が
文
帝
期
に
か
な
り
固
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
こ
こ
で
分
か
り
ま

す
。
九
章
律
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
が
、
九
章
律
の
内
八
つ
が
獄
律
に

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
唯
一
、戸
律
だ
け
が
旁
律
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
も
一
つ
問
題
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

今
回
、
文
帝
期
の
漢
律
に
獄
律
と
旁
律
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
は

大
体
は
っ
き
り
し
ま
し
た
。
少
な
く
と
も
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
と

こ
ろ
が
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
の
「
二
年
律
令
」
で
は
実
は
そ

う
い
う
区
別
が
よ
く
見
え
な
い
の
で
す
。
そ
し
て「
律
令
二
十
□
種
」

と
い
う
記
載
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
実
際
に
は
律
令
が
二
八
入
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
呂
后
期
に
は
こ
う
い
っ
た
区
別
が
な

く
て
、
文
帝
期
に
な
っ
て
こ
う
い
っ
た
区
別
が
出
て
き
た
の
か
と
い

う
推
測
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
律
令
編
纂
の
歴
史
的
過

程
が
今
後
、
胡
家
草
場
、
睡
虎
地
七
七
号
漢
墓
竹
簡
に
よ
っ
て
ど
ん

ど
ん
分
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
が

新
し
い
視
点
の
一
つ
で
す
。

次
が
最
後
の
最
後
で
す
。「
国
際
簡
牘
学
」構
築
へ
と
い
う
点
で
す
。

現
在
、
中
国
で
は
日
本
・
韓
国
・
中
国
三
国
の
簡
牘
研
究
の
総
合
交

流
を
行
お
う
と
い
う
動
き
が
非
常
に
活
発
に
出
て
き
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
東
ア
ジ
ア
の
簡
牘
を
比
較
研
究
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
今

に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
最
近
は
中

国
が
積
極
的
に
そ
れ
に
乗
り
出
て
い
る
と
い
う
部
分
が
か
な
り
注
目

さ
れ
ま
す
。
私
も
い
ろ
い
ろ
研
究
者
に
日
本
木
簡
の
状
況
を
聞
か
れ

ま
す
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
各
国
の
資
料
に
通
じ
る
問
題
意
識
や
全

体
的
研
究
を
目
指
す
の
だ
と
い
う
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
す
。

し
か
し
、
問
題
と
な
る
の
は
中
国
・
日
本
・
韓
国
に
お
け
る
簡
牘

の
時
代
差
が
非
常
に
大
き
い
。
特
に
中
国
・
日
本
・
韓
国
の
木
簡
は

時
代
差
が
非
常
に
大
き
く
、
使
用
法
も
か
な
り
異
な
る
と
い
う
問
題

が
あ
り
ま
す
。
日
本
木
簡
独
自
の
世
界
も
あ
り
ま
す
し
、
韓
国
木
簡

独
自
の
世
界
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
中
国
簡
牘
独
自
の
世
界
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
比
較
検
討
す
る
た
め
の
共
通
の
問
題
意
識
な
ど
土
台

作
り
も
か
な
り
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
比
較
検

討
す
る
か
と
い
う
の
は
、
ず
っ
と
問
題
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
る
の
は
、
こ
れ
も
本
当
に
最
近
の
新
発
見

の
物
で
す
け
れ
ど
も
、『
考
古
』
二
〇
二
一
年
第
八
期
で
新
疆
ウ
イ

グ
ル
自
治
区
の
唐
代
烽
燧
跡
か
ら
木
簡
三
点
、
紙
文
書
四
点
が
出
土

し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
唐
代
の
木
簡
が
出
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

写
真
を
見
る
と
結
構
驚
き
ま
す
ね
（
図
10
）。「
開
元
四
年
」
と
い

う
記
載
が
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
簡
牘
の
形
状
に
御
注
目
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
形
状
は
日
本
木
簡
に
も
か
な
り

典
型
的
な
物
で
す
し
、
逆
に
言
え
ば
韓
国
木
簡
や
日
本
木
簡
と
同
じ
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獄律

睡虎地 77 号漢墓竹簡 盗 告 具 賊 捕 亡 雑 囚 興
胡家草場漢墓竹簡 盗 告 具 賊 捕 亡 雑 囚 興

兎子山 J7 ⑦ :1、J7 ⑦ :2 盗 告 具 賊 捕 亡 雑 囚 興
九章律 盗 ー 具 賊 捕 ー 雑 囚 興

睡虎地 77 号漢墓竹簡 関市 復 校（效？） 厩 銭 遷 ー ー □律
胡家草場漢墓竹簡 関市 復 效 厩 銭 ー 朝（旁律） ー

兎子山 J7 ⑦ :1、J7 ⑦ :2 関市 復 效 厩 銭 遷 朝 収 獄律十七
章

九章律 ー ー ー 厩 ー ー ー ー

旁律

睡虎地 77 号漢墓竹簡 金布 均輸 戸 田 徭 倉 司空 尉卒 置後
胡家草場漢墓竹簡 金布 均輸 戸 田 徭 倉 司空（乙） 尉卒 置後

兎子山 J7 ⑦ :1、J7 ⑦ :2 金布 均輸 戸 田 徭 倉 司空 尉卒 置後
戸

（九章律）

睡虎地 77 号漢墓竹簡 傅 爵 市販 置吏 ー 伝食 賜 史 奔命
胡家草場漢墓竹簡 傅 爵 市販 置吏 秩 伝食（乙） 賜 ー 奔命

兎子山 J7 ⑦ :1、J7 ⑦ :2 傅 爵 市販 置吏 秩 伝食 賜 史 奔命

睡虎地 77 号漢墓竹簡 治水 工作課 腊 祠 賫 行書 葬 ー ー
胡家草場漢墓竹簡 治水（乙） 工作課

（乙）
腊（乙） 祠（乙） ー 行書 葬（乙） 外楽 ー

兎子山 J7 ⑦ :1、J7 ⑦ :2 治水 工作課 腊 祠 賫 行書 葬 外楽 諸侯秩

睡虎地 77 号漢墓竹簡 ー ー ー ー ー
胡家草場漢墓竹簡 蛮夷復除 蛮夷士 蛮夷 蛮夷雑 上郡蛮夷

間
兎子山 J7 ⑦ :1、J7 ⑦ :2 旁律廿七

章
ー ー ー ー ー

表 1　律名対照表
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よ
う
な
形
状
の
物
が
唐
代
の
中
国
で
も
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
出
土
量
が
非
常
に
少
な
い
物
で
は
あ
り
ま

す
が
、
時
代
も
非
常
に
近
い
で
す
し
、
今
後
の
研
究
を
期
待
さ
せ
る

物
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
で
長
い
間
発
展
し
て
き
た
簡
牘
の
歴
史
が
韓
国
に
伝
播
し
、

日
本
に
伝
播
す
る
と
い
う
、
非
常
に
大
き
な
問
題
を
考
え
る
一
つ
の

き
っ
か
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
今
後
も
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
内
容
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
国
際
簡
牘
学
は
私
個
人
も
少
し
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

日
本
人
が
中
国
簡
牘
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
な
が
る
も
の
で

は
な
い
か
と
、
私
自
身
で
は
考
え
て
い
ま
す
。
特
に
文
化
財
研
究
に

お
い
て
、
例
え
ば
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
研
究
者
の
方
や
韓
国
の
慶

州
国
立
文
化
財
研
究
所
の
方
な
ど
に
非
常
に
共
通
し
た
認
識
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い
っ
た
出
土
遺
物
を
「
文
化
財
」
と
し

て
見
る
と
い
う
点
で
す
ね
。
文
化
財
と
し
て
簡
牘
を
扱
う
と
い
う
点

が
特
徴
と
し
て
あ
り
ま
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
歴
史
研
究
を
主
体
と
す
る
我
々
も
中
国
簡
牘
を

扱
う
場
合
、
こ
れ
を
東
ア
ジ
ア
全
体
の
文
化
財
と
し
て
扱
う
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
化
財
で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
を

後
世
に
残
す
こ
と
は
絶
対
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
日
本
の
文
化
に
つ
な
が
る
よ
う
な
中
国
の
簡
牘
を
我
々
が
読

ん
で
い
か
な
い
と
後
の
人
間
は
こ
れ
が
何
か
分
か
ら
な
い
し
、
内
容

も
分
か
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
日
本
木
簡
や
韓
国
木
簡
の
研
究
に

図 10　新疆イリ県克亜克庫都克唐代烽燧遺址出土木簡（『考古』2021 年第 8期より転載）

。唐代の木簡が出てきたということです。

写真を見ると結構驚きますね。「開元四年」という記載が見えますけれども、この簡牘

の形状に御注目いただければと思います。こういう形状は日本木簡にもかなり典型的な物

ですし、逆に言えば韓国木簡や日本木簡と同じような形状の物が唐代の中国でも使われて

いたということが分かってきました。出土量が非常に少ない物ではありますが、時代も非

常に近いですし、今後の研究を期待させる物であることは間違いないと思います。

図１０ 新疆イリ県克亜克庫都克唐代烽燧遺址出土木簡（『考古』二〇二一年第八期より

転載）

中国で長い間発展してきた簡牘の歴史が韓国に伝

播し、日本に伝播するという、非常に大きな問題を考える１つのきっかけですね。それが

今後も出てくる可能性があるということを示唆するような内容かと思います。
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も
影
響
が
出
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
全
体
と
し
て
簡
牘
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
我
々
が
中
国
簡
牘
を
研
究
す
る
積
極
的
な
意
味
を
見
出
せ
る
の
で

は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
を
私
は
少
し
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
が
現
在
の
国
際
簡
牘
学
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
、
個
人
的
に
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
考
え
が
皆
さ
ん
の

中
国
簡
牘
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
に
何
か
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
り
、

一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
い
、
少
し
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

当
初
は
一
時
間
ほ
ど
お
願
い
し
ま
す
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
作
っ
て
い
く
う
ち
に
こ
ん
な
に
な
っ
て
し
ま

い
、
大
変
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
の
内
容
は
大
体
以

上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
司
会
の
莊
先
生
に
お
返
し
し
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注張
忠
煒
・
張
春
龍
「
漢
律
体
系
新
論
―
―
以
益
陽
兎
子
山
遺
址
出
土

漢
律
律
名
為
中
心
」（『
歴
史
研
究
』
二
〇
二
〇
年
第
六
期
）。




