
膨
研
究

ノ
ー
ト
鏃

申
国

に
お
け
る
最
近
の
考
古
学
的
成
果
と
今
後

の
古
代
史
展
望

米

田

賢

次

郎

第
二
次
大
戦
後
、
今
日
ま
で
の
中
国

の
考
古
学
的
発
掘
の
成
果
は
正

に
驚
く
べ
き
も

の
で
、
中
国
研
究
者

の
み
な
ら
ず
、
屡

々

一
般
の
人

々

も
驚
異
の
目
を
み
は
ら
せ
て
き
た
。

一
寸
念
頭
に
浮
ぶ
だ
け
で
も
、
日

本
で
も
展
観
さ
れ
、
そ
の
規
模

の
荘
大
さ
に
感
嘆
さ
せ
ら
れ
た
、
西
安

東
郊
臨
潼
県
の
秦

の
始
皇
帝
の
兵
馬
俑
坑

(
そ
の
後
同
陵
墓
の
別
の
坑

か
ら
青
銅

の
車
馬
器
が
発
見
さ
れ
更

に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
)
、

エ
ソ

そ
の
他
殷
代
初
期

の
二
里
頭

の
城
壁
跡

(
河
南
省
偃
師
県
)
、
殷
後
期

の

殷
墟
五
号
墓

(河
南
省
安
陽
県
)
、
西
周
勃
興
の
地
と
目
さ
れ
て
い
る
周

原
遺
跡

(
陝
西
省
岐
山
)
、
そ
の
三
号
墓
か
ら
殆
ん
ど
生
け
る
が
如
き
状

態

で
被
葬
者
軟
侯
夫
人
が
発
掘
さ
れ
た
漢
代
初
期

の
馬
王
堆

(湖
南
省

長
沙
)、
玉
片
を
金
糸
で
綴
り
合
せ
た
い
わ
ゆ
る

「金
縷
玉
衣
」

の
遺

体
の
発
掘

さ
れ
た
漢
中
期
の
満
城
漢
墓

(河
北
省
満
城
)
等
々
各
時
代

に
わ
た
り
、
前
に
は
想
像
も
で
き
な
か

っ
た
遺
物
が
大
量
に
発
見
さ
れ

た
。
ま
た
そ
れ
程
に
派
手
な
nia
,}

に
な
ら
な
か

っ
た
が
、
学
問
的
に
上

記
の
遺
物

に
匹
肩
す
る
遺
物
も
多
く
、
国
内
の
各
地
の
墓
地
か
ら
も
発

見
さ
れ
た
戦
国

・
秦
漢

の
木

(竹
)
簡
や
、
江
南
水
田
遺
跡
の
発
掘
成

果
が
そ
れ

で
あ
る
。
更

に
そ
れ
程
人

の
耳
目
に
の
ぼ
ら
ず
、
単
に
専
門

家
の
中
で
の
み
学
問
的
に
高
く
評
価
さ
れ
た
種
類
の
発
掘
物
に
至

っ
て

は
到
底
数
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
発
掘
の
進
行
状
況
や

成
果

は
多
く

『
考
古
』
・
『文
物
』
等

の
雑
誌
で
、
我
国
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
応
接

に
い
と
ま
が
な
い
と
い
う
有
様
で
あ

る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
は
全
体

の
極
く

一
部
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。

以
上

の
よ
う
な
成
果
が
報
告
さ
れ
る
度

に
私
が
感
ず
る
の
は
、
中
国

の
歴
史
の
古
さ
と
古
代
文
化
の
高
さ
が
、

我
々
日
本
人

一
般
の
常
識
を

超
え
た
も

の
で
あ

り
、

恐
ら
く
中
国
人

学
者
で
も
新
し
く
発
見
し
た

洞
窟

の
中
が
異
常
に
深
く
広
く
、
か
つ
道

が
多
岐
に
わ
か
れ
て
茫
然
と

し
て
い
る
状
況
と
形
容
で
き
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
事
実
単
な
る
伝

説
と
し
て
考
え
ら
れ
、
中
国
人
の
誇
張
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
で
、
現

在

の
発
掘
に
よ

っ
て
単
な
る
伝
説
や
、
誇

張
で
な
い
と
見
做
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
例
も
少
な
く
な
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
発
現
し
た
過
去
の
名
作
品
を
単
に
賞
玩
し
て
い

る
こ
と
が
考
古
学
者

・
古
代
史
家

の
目
的

で
は
な
く
、

こ
れ
ら

の
遺

跡

・
遺
物

か
ら
、
中
国
の
過
去
の
人

々
の
生
活
形
態
、
固
有
の
文
化

の

性
質
、
周
辺
の
国
土
と
の
文
化
交
流

の
仕
方
と
そ
の
結
果
、
換
言
す
れ

ば
数
千
年
の
間
、
他
国
の
文
化
と
ど
の
よ
う
に
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
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っ
て
、
今

日
の
東
亜
の
文
化
圏
を
築
き
あ
げ
た
か
、
を
考
え
な
け
れ
ば

歴
史
家
は
単
な
る
好
事
家
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
の
学

問
的

作
業

は
、
多
人
数

の
協
力
、
多
大

の
費
用
と
時
間
、
莫
大
な
作
業
量

の
消
費

ヘ

ヘ

へ

を
前
提
と
し
て
結
論
ら
し
き
も
の
に
達
し
う
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
研

究
作
業
に
従
事
し
た
研
究
者

の

一
致
し
た
結
論
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い

ば
か
り
か
、
せ
い
ぜ
い
大
同
小
異
の
グ

ル
ー
プ
的
結
論
が
若
干
数
で
き

て
、
互
い
に
競
い
合
う
程
度

の
も
の
が
多
い
も

の
で
あ
る
。
従

っ
て
私

個
人
の
予
想
な
ど
は
沙
汰

の
限
り
で
あ
る
が
、
歴
史
家
は
単
に
過
去
の

事
を
知

っ
て
い
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
時
代
も
過
ぎ
た
の
で
、
甚
だ
月
並

な
見
解
に
す
ぎ
な
い
が
、
あ
え
て
編
集
氏

の
す
す
め
に
従

う

こ
と

に

し
た
。
以
下
、
㈹
新
石
器
時
代

の
多
様
化
、
㈲
江
南
新
石
器
文
化
発
現

の
意
義
、

◎
歴
史
の
黎
明
期

の
上
昇
、
⑪
秦
漢
帝
国
の
性
格
異
同

の
問

題
、
に
わ
け
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

㈲
に
つ
い
て
。
戦
前
の
新
石
器
時
代
に
つ
い
て
は
、
彩
色
土
器
に
代

表
さ
れ
る
仰
韶
文
化
と
、
黒
陶
に
代
表
さ
れ
る
龍
山
文
化
と
、
ど
ち
ら

が
古
い
か
が
大
き
な
問
題
で
あ

っ
た
。
前
者
は
彩
色
さ
れ
た
美
麗
な
土

器
で
主
と
し
て
中
原
か
ら
西
方

に
分
布
し
、
後
者
は
前
者
よ
り
高
温

の

火
で
焼
か
れ
、
ま
た

ロ
ク
ロ
使
用
の
痕
跡
も
あ
り
中
原

・
山
東

一
帯

に

分
布
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

で
こ
の
論
争

は
中
原
文
化

の
基

底
に
な
る
も
の
が
東
方
系
か
西
方
系

か
の
論
争
を
も
伴
う
議
論
と
し
て

重
視
さ
れ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
殷
撞
発
掘
の
際
、
後
崗
か
ら
、
下
層

か
ら
順
に
彩
陶

・
黒
陶

・
灰
陶

(
殷
代
の
土
器
)

の
破
片
を
含
む
地
層

が
発
見
さ
れ
て
、

一
応
こ
の
地
方
で
は
彩
陶
が
古

い
と
結
論
さ
れ
た
。

し
か
し
戦
後

の
各
地
で
の
発
掘
に
よ
り
、
仰
韶
文
化
は
、
最
も
早
く

拓
け
た
半
坡
村
遺
跡

(
西
安
近
郊
)
か
ら
大
き
く
二
系
統

に
わ
か
れ
て

各
地
に
分
布
し
て
お
り
、

一
方
の
龍
山
文
化
も
ま
た
、
陝
西

・
河
南

.

山
東
系

の
三
系
統
に
わ
か
れ
て
、
広
く
華
北

一
帯
に
分
布
し
、
あ
ま
り

東
西
の
区
別
な
し
に
長
期
に
わ
た

っ
て
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
も
な

っ
た
。
た
だ
上
限
を
尋
ね
る
と
、
仰
韶
文
化
の
中
か
ら
龍

山
文
化
が
生
ま
れ
で
た
も
の
と
い
う
説
が
有
力

に
な

っ
て

い
る

よ
う

で
あ
る
。
が
、
そ
れ
よ
り
も
注
目
す
べ
き

は
、
河
北
省
武
安
県
磁
山
村

や
、
河
南
省
新
鄭
県
裴
李
崗
か
ら
、
仰
韶
文
化
の
先
駆
を
な
し
た
文
化

と
見
ら
れ
る
遺
跡

の
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

⑧
に
つ
い
て
。
仰
韶
文
化
よ
り
古

い
文
化
、
先
行
仰
韶
遺
跡
の
発
見

よ
り
も
遙
か
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も

の
は
、
江
南
に
お
け
る
水
田
住
居

地
帯

の
発
掘
で
あ
り
、
特

に
最
も
古

い
と
見
做
さ
れ
て
い
る
浙
江
省
余

姚
県
の
河
姆
渡
遺
跡
と
、
山
東
の
龍
山
文
化
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と

見
ら
れ
る
江
南

・
江
淮
の
青
蓮
崗
文
化
の
発
掘
で
あ
る
。

前
者
の
遺
跡

の
年
代
は
紀
元
前
五
〇
〇
〇
年
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
=
二

〇
年
の
間
と
見
ら
れ
、そ

の
発
見
さ
れ
た
際
、当
時
の
住
民
の
稲
穀
貯
蔵

も
み

も
み
が
ら

わ
ら

所
か
ら
大
量
の
稲
穀
、
穀
殻

・
稲
稈

・
稲
葉
が
混
然
と
し
て
二
〇
～
二

五

㎝
の
厚
さ
に
堆
積
し
て
お
り
、
相
当
大
規
模
な
水
田
部
落
で
あ

っ
た

こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ま
た
同
処
か
ら
発
掘
さ
れ
た
多
数
の
農
具
は
、

勿
論
石
器

・
木
器

・
竹
器

・
骨
器
の
類
で
あ
る
が
、
各

々
単
独
の
用
途

を
も
つ
専
門
性

の
高

い
農
具
で
、
必
ず
し
も
最
初
に
出
現
す
る
農
具

の

段
階
の
物
で
は
な
い
ら
し
い
。
ま
た
時
期
的
に
河
姆
渡
遺
跡
よ
り
若
干
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お
く
れ
る
と
見
ら
れ
る
、
青
蓮
崗
文
化
で
す
ら
華
北

の
古
い
龍
山
文
化

に
、
影
響

を
与
え
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
今
迄

の
中
国
古
代
史

に
お

け
る
我
々
の
常
識
、

「黄
河
文
明
が
四
方
に
拡
大
し
て
ゆ
く
過
程
が
中

国
古
代
発
展
の
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
単
純
な
中
国
文
化

一
元
論
は
、

今
後
通
用
す
る
か
否
か
問
題
と
な
ろ
う
。
今
、
江
南
に
華
北
よ
り
古
い
、

水
田
を
基
盤
と
し
た
華
北
と
異
質
な
新
石
器
文
化
が
発
見
さ
れ
た
こ
と

は
、
必
然
的

に
漢
文
化
多
元
論
、
す
く
な
く
と
も
二
元
論
の
抬
頭
を
呼

び
起
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
に
伴

っ
て
、

「華
北

の
畑
作
地
よ
り
も

古
く
、
紀
元
前
七
〇
〇
〇
年
頃

に
始
ま

っ
た
と
い
わ
れ
る
古
い
水
稲
栽

培
の
文
化

を
持

つ
江
南
地
帯
が
、
よ
り
恵
ま
れ
た
生
産
条
件
下
に
あ
り

な
が
ら
、
何
故
長
い
間
、
華
北

の
畑
作
文
化

の
下

に
雌
伏
さ
せ
ら
れ
て

い
た
か
」

と
い
う
甚
だ
困
難
な
課
題

へ
の
解
答
も
、
い
ず
れ
余
儀
な
く

さ
れ
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

⑥
に
つ
い
て
。
殷
が
歴
史

の
曙
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
殷
壗
す
な

わ
ち
盤
庚

王
以
後
最
後
の
紂
王
に
至
る
ま
で
の
都

の
地
、
い
わ
ゆ
る
殷

嘘

(河
南
省
安
陽
県
)
の
地
が
今
世
紀
始
め
か
ら
発
掘
さ
れ
、
甲
骨
文

字
及
び
墓

・
住
居
地

・
宮
殿

の
遣
跡
及
び
副
葬
品

・
殉
葬
品
な
ど
が
発

掘
さ
れ
て
、
史
料
を
基
礎
と
し
た
所
謂

〃
科
学
的
歴
史
"
を
組
立
て
ら

れ
る
よ
う

に
な

っ
た
か
ら
,で
あ
る
。
し
か
し
安
陽

の
地
は
殷
の
最
後

の

二
五
〇
年
位

の
間
の
都
で
あ

っ
て
、
歴
史
の
曙

は
実

は
殷

の
た
そ

が

れ
、
で
も
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
伝
説
と
し
て
は
三
皇

・
五
帝

・

夏
殷
周
三
代
の
順
で
あ
る
か
ら
伝
説
の
裾
を
タ
シ
カ
メ
ル
と
い
う
役
割

を
果
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

し
か
し
戦
後
、
二
里
頭

(
河
南
省
偃
師
県
)
か
ら
殷
初
の
宮
殿
跡
ら

し
い
壇
基
が
ご
基
発
見
さ
れ

(
一
基
は

一
〇
八
X

1
O
O

X
二

m
)
、
そ

の
東
方
九

㎞
の
地
か
ら
東
西

一
、
t
lO
O

s
、
南
北
約

一
、
七
〇
〇

m

の
版
築
づ
く
り
の
城
壁
が
発
見
さ
れ
た
。

そ
の
城
壁
の
高
さ
は
崩
れ
て

い
て
不
明
で
あ
る
が
基
底
は

一
八

m
位
と

い
う
。
さ
ら
に
殷
代
中
期
の

都
城
と
推
定
さ
れ
る
、
河
南
省
鄭
州
郊
外

二
里
崗
の
地
に
周
囲
約
七
、

O
O
O

m
s
や
や
不
正
確
な
正
方
型
の
城
壁
は
基
底
約
三
六

m
と
い
わ

れ
、
放
射
性
炭
素
に
よ
る
年
代
測
定
は
紀

元
前

一
六
〇
〇
前
後
と
い
う

こ
と
で
、
殷
代
中
期
の
城
壁
と
推
定
さ
れ

る
に
至

っ
た
。
こ
れ
で
大
体

殷
の
初

・
中

・
後
期
の
代
表
的
な
都
市
の
大
枠
や
位
置
が
判
明
し
た
の

で
今
後
そ
の
周
辺
の
細
か
い
発
掘
に
よ

っ
て
、
殷
代
文
化

の
大
要
と
上

流
階
級

の
状
況
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ぽ
歴

史
の
曙
を
夏
ま
で
遡
上
さ
せ
う
る
か
否
か
が
興
味
あ
る
問
題
と
し
て
新

た
に
登
場
す
る
。
事
実
こ
の
数
年
来
、
新

聞
紙
上
で
も
河
南
省
を
中
心

と
し
て
夏

の
都
城
の
候
補
地
が
幾

つ
か
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
夏

を
歴
史

の
曙
と
す
る
こ
と
は
年
代
が
更
に

へ
だ
た

っ
て
い
る
だ
け
に
、

殷
の
場
合

に
比
べ
て
よ
り
困
難
で
あ
る
。

『漢
書
地
理
志
』
は
昔
の
中

国
に
は

一
、
八
〇
〇

の
国
が
あ

っ
た
と
い
う
。

こ
の
国
と
は
国
家
の
機

能
を
持

っ
た
国
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
長
老
に
率

い
ら
れ
た
氏
族

的
聚
落
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
三
皇
五
帝
三
代
か
ら

秦

の
統

一
ま
で
を

一
、
八
〇
〇
国
か
ら

一
国

へ
の
コ
ー

ス
と
考

え
れ

ば
、
夏

の
時
代
は
殷

に
比
較
し
て
同
じ
よ
う
な
氏
族
的
聚
落
が
さ
ら
に

多

い
筈

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
夏
の
候
補
地

は
殷
よ
り
更

に
多
く
て
当
然
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で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が

っ
て
現
在
の
夏
の
国
都
候
補
地
も
確
定
ま

で
に
は
余

程
の
議
論
と
時
間
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
更

に
は
夏
の

文
字
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
董
作
賓
氏
は
殷
壗

の
文
字
は

文
字
発
生
後

一
五
〇
〇
年
位

の
も
の
と
い
う
か
ら
、
夏
も
文
字
を
持

っ

て
い
た
筈

で
あ
る
。
し
か
し
夏

の
文
字
に
つ
い
て
は
現
在
何
等

の
手
懸

り
も
な
い
。

た
だ
当

否
を
無
視
し
て
私
見
を
云
わ
せ
て
い

た
だ
け

れ
ば
、
禹

の

〃
九
河
を
決
し
た
"
と
い
う
例

の
治
水
の
伝
説
か
ら
考
え
れ
ぽ
、
戦
国

時
代
の
中
国
人
は
夏
の
勢
力
範
囲
を
東
方
の
山
東
省
と
河
南
省

の
省
境

一
帯
に
考

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

い
ず

れ

に

せ

よ
、
夏
の
問
題
は
殷
の
国
都

の
設
定
よ
り
は
る
か
に
困
難
で
、
現
在
の

有
力
候
補

地
で
あ
る
河
南
省
東
部

一
帯
の
地
域
も
、
夏
王
朝

の
発
生

の

地
で
な
く
、
あ
る
程
度
夏
の
版
図
が
拡
大
し
た
後

の
都
城
或
は
そ
れ
に

準
ず
る
有
力
都
市
で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。

⑪
に
つ
い
て
。
最
初
に
戦
前
に
お
け
る
木
簡
の
発
掘
に
つ
い
て

一
言

し
て
お
き

た
い
。
中
国
で
は

一
九
〇
〇
年
の
ス
タ
イ
ソ
の
中
央
ア
ジ
ア

探
検
以
来
、
各
探
検

に
百
ま
た
は
二
百
位
の
漢
晋
簡
が
発
見
さ
れ
て
お

り
、
特
に

ス
タ
イ
ソ
が

一
九
〇
六
～

一
九
〇
七
年

に
か
け

て
楼
蘭

・

ニ
ア

・
敦
煌

の
地
方
で
獲
得
し
た
漢
晋
木
簡

一
、
○
○
○
点
弱
に
つ
い

て
、
羅
振

玉

・
王
国
維
両
氏
は
そ
の
写
真
版
を
も
と
に
分
類

・
整
理
し

て

『
流
沙
墜
簡
』
と
し
て
公
刊
し
た
。

こ
の
書
は
木
簡
研
究
法
の
基
礎

を
き
つ
い
た
も
の
で
、
そ
の
後

一
九
三
〇
～

一
九
三

一
年
に
か
け
て
居

延
地
方
か
ら
約

一
万
の
木
簡
が
発
掘
さ
れ
、
主
と
し
て
労
幹
氏
に
よ
り

居
延
簡
釈
文
と
そ
の
図
版
が
公
刊
さ
れ

た
が
、
そ
の
基
本
的
な
方
法
は

王
国
維
氏

の
手
法
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

戦
前
の
木
簡
は
い
ず
れ
も
塞
外

の
地
、
漢
晋
の
国
境
守
備
隊
の
大
小

の
屯
営
地
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
、
内
容
的
に
も
辺
境

の
軍
事
情

況
、
屯
兵

の
生
活
等
の
資
料
が
多
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
戦
後
発
見
さ

れ
た
木

(竹
)
簡

は
殆
ん
ど
内
地
の
古
墓

の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
書
籍
や
遣
策
類

(
副
葬
品
目
録
)
が
多
い
。
前
者

の
書
籍
の

有
名
な
も
の
と
し
て
は
、
幻

の
兵
書
と
称

せ
ら
れ
た

『
孫
瞶
兵
書
』
の

外

に
、
後
漢
初
期

の
医
書
も
発
見
さ
れ
、
臨
床
医
学
、
薬
学
、
針
灸
の

各
面
に
わ
た

っ
て
具
体
性
の
高

い
漢
代
医
学
を
推
察
さ
せ
う
る
の
は
、

こ
の
方
面
の
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

し
か
し
書
籍
1
そ
れ
に
は
上
記
以
外

に
種

々
な
も
の
が
出
て
い
る
が

そ
れ
よ
り
も
、
最
も
戦
後
の
木
簡
学
界

に
大
き
な
波
紋

を
投
げ

た

の

は
、
何
と
い

っ
て
も
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地

の
古
墓
よ
り
発
見
さ
れ
た

秦
簡

一
、
二
三
五
枚
で
あ
る
。
こ
の
墓

は
、
被
葬
者
が
秦

の
始
皇
帝
三

〇
年
に
死
ん
だ
郡
県
治
獄
の
喜
と
い
う
下
級
官
吏

の
墓
で
あ
る
と
、
被

葬
者
の
人
物
と
死
亡
年
代
が
、
は

っ
き
り

し
て
い
る
珍
ら
し
い
例

で
あ

る
。
上
記
の

一
、

二
三
五
枚
は
こ
の
墓

の
遣
策
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に

は
多
類
の
法
律
書

の
書
写
が
含
ま
れ
、
秦
律
の

一
斑
を
推
察
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
は
喜
が
官
吏
と
し
て
生
前
慣
れ
親

し
ん
で
い
た
法
律
書

の
一
部

分
で
あ
る
。

所
で
始
皇
帝
時
代

の
原
史
料
は
全
く
皆
無
と
い

っ
て
も
よ
い
程
で
、

こ
の
点
か
ら
だ
け
で
も
、

こ
の
遣
策

の
価
値

は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
中
国

・
日
本

の
多
く
の
学
者
が
盛
ん
に
取
扱

っ
て
お
り
、
や

が
て
こ
の
種

の
史
料
の
増
加
に
と
も
な

っ
て
秦
の
法
制

・
制
度
が
あ
き

ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
現
時
点

で
は
私
に
も
秦
の
法
文

と
漢
代

の
法
文
と
は
相
当
に
性
格
が
違

っ
て
い
て
、
秦

の
法
文
は
む
し

ろ
戦
国
時
代
的
な
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

考

え

て
見

る

と
、
東
洋

史
で

一
般
に
秦
漢
両
帝
国
を

一
括
し
て
類
似

の
帝
国
と
考
え

て
来
た
理
由

は
ω
漢
初

の
官
制
の
多
く
は
秦
の
制
度
を
受
け
つ
い
で
い

る
、
②
微
賤
出
身
の
高
祖
ら
に
は
と
て
も
大
改
革
を
行
う
知
慧
は
な
か

っ
た
ろ
う

と
い
う
程
度
の
も
の
で
、
特
に
確
た
る
史
料
的
理
由
が
あ

っ

た
わ
け
で

は
な
い
。
今
秦
の
法
律
と
漢

の
法
律
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
秦
漢
帝
国
に
楔
を
打
込
ん
で
、
将
来
秦

・
漢
帝
国
と
書

く
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
最
近
江
陵
張
家
山
か
ら
約

一
、
○
○

○
枚
の
漢
律

の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
こ
の
問
題
を
解
く

ヒ

ン
ト
の

一
部

に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
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