
書

�

江
村
治
樹
著

春
秋
戰
國
時
代
靑
銅
貨
�
の
生
成
と
展
開

L
othar
von
F
A
L
K
E
N
H
A
U
SE
N

�
世
紀
中
葉
以
來
の
中
國
に
お
け
る
考
古
學
�
發
見
の
爆
發
�
增
加
の
た

め
に
︑
多
く
の
硏
究
分
野
が
不
可
�
�
に
變
容
し
た
が
︑
古
錢
學
も
そ
の
一

つ
で
あ
る
︒
長
年
に
わ
た
る
硏
究
の
集
大
成
で
あ
る
本
書
は
︑
現
在
利
用
可

能
な
�
料
の
寶
庫
を
�
面
�
に
活
用
し
︑
古
錢
學
硏
究
の
た
め
の
怨
し
い
︑

考
古
學
に
基
づ
い
た
枠
組
み
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
考
古
學

�
に
獲
得
さ
れ
た
先
秦
貨
�
の
�
料
集
成
を
辛
�
強
く
行
っ
て
い
る
だ
け
で

な
く
︑
お
そ
ら
く
よ
り
重
�
な
こ
と
と
し
て
︑
こ
の
�
料
の
特
性
に
 
し
た
︑

洗
練
さ
れ
た
一
聯
の
分
析
手
法
を
考
案
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
貨
�
を

"
料
と
し
て
學
#
�
に
檢
討
す
る
た
め
の
怨
し
い
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
確
立
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
著
者
は
︑
傳
瓜
�
な
貨
�
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
�
料
よ
り

も
︑
考
古
學
�
に
獲
得
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
︑
比
�
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
い

﹁
質
﹂
を
も
つ
と
い
う
事
實
を
證
%
し
て
い
る
︒
結
果
�
に
︑
か
れ
の
&
見

は
︑
廣
く
'
容
さ
れ
て
い
る
先
行
學
說
と
は
)
々
に
し
て
食
い
*
う
が
︑
堅

實
で
從
っ
て
顯
著
に
說
得
�
で
あ
る
點
で
は
�
例
が
な
い
︒

初
+
の
金
貨
・
銀
貨
の
極
め
て
限
ら
れ
た
,
物
は
除
外
し
︑
中
國
に
お
け

る
原
始
貨
�
の
一
形
態
で
あ
る
子
安
貝
の
よ
う
な
�
料
の
よ
り
早
い
時
+
に

お
け
る
使
用(1
)
に
は
鯵
單
に
言
/
す
る
だ
け
で
︑
著
者
は
先
秦
時
代
の
銅
貨
�

お
よ
び
靑
銅
貨
�
に
焦
點
を
當
て
る
︒
こ
れ
ら
の
貨
�
の
ほ
と
ん
ど
�
て
は

何
ら
か
の
合
金
な
の
で
︑
そ
れ
ら
を
靑
銅
貨
�
と
鋭
稱
す
る
こ
と
は
も
っ
と

も
で
あ
る
︒
年
代
�
に
︑
本
書
の
範
圍
は
︑
紀
元
�
一
〇
〇
〇
年
紀
中
葉
の

靑
銅
貨
�
の
出
現
に
始
ま
り
︑
�
二
二
一
年
の
秦
の
瓜
一
に
0
わ
る
︒
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
�
な
言
動
と
し
て
︑
一
部
の
讀
者
に
は
衝
擊
�
か
も
し
れ
な
い
が
︑

著
者
は
貨
�
を
何
よ
り
も
一
つ
の
�
2
�
﹁
テ
キ
ス
ト
﹂
と
考
え
て
い
る
︒

か
れ
は
︑
﹁
貨
�
の
經
濟
"
�
硏
究
よ
り
も
貨
�
の
形
態
や
�
2
�
︑
政
治

�
背
景
の
問
題
に
傾
3
し
て
い
る
﹂
(
四
七
一
頁
)
と
4
虛
に
述
べ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
實
際
に
は
︑
本
書
に
記
さ
れ
た
硏
究
は
︑
東
周
時
代
の
東
ア
ジ
ア

大
陸
部
に
お
け
る
經
濟
�
動
向
の
理
解
に
高
度
に
關
聯
し
て
い
る
︒
こ
う
し

た
關
聯
は
將
來
の
學
界
に
お
い
て
よ
り
完
�
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で

あ
ろ
う
が
︑
著
者
も
賞
贊
す
べ
き
愼
重
さ
で
︑
經
濟
"
の
�
7
に
お
け
る
か

れ
の
分
析
の
重
�
性
を
再
三
示
唆
し
て
い
る
︒

貨
�
は
理
想
�
な
硏
究
材
料
で
あ
る
︒
手
輕
で
︑
豐
富
で
︑
視
覺
�
に
魅

力
�
で
︑
し
ば
し
ば
銘
�
を
も
ち
︑
高
度
に
規
格
2
さ
れ
て
時
代
と
地
域
を

特
定
で
き
る
︒
貨
�
は
た
だ
ち
に
見
分
け
が
つ
き
︑
分
類
に
:
利
で
あ
り
︑

;
ら
で
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
の
で
︑
ほ
か
の
大
<
の
考
古
學
�
�
料
に
比
べ
て
︑

記
錄
し
複
寫
す
る
こ
と
が
よ
り
容
易
で
あ
る
︒
 
切
に
解
釋
さ
れ
れ
ば
︑
貨

�
は
正
確
な
年
代
の
指
標
と
し
て
︑
ま
た
政
治
"
・
經
濟
"
の
記
錄
と
し
て

無
比
の
價
値
を
も
つ
︒
學
者
た
ち
は
こ
れ
ら
の
利
點
を
何
世
紀
に
も
わ
た
っ

て
利
用
し
て
き
た
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
に
お
け
る
>
代
�
歷
"
學
お
よ
び

古
器
物
學
の
正
に
そ
の
開
始
の
時
點
か
ら
︑
古
錢
學
は
歷
"
學
の
傳
瓜
�
な
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補
助
學

au
xilia
の
一
つ
と
し
て
培
わ
れ
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
今
日
で
は
︑

F
物
館
や
硏
究
施
設
に
お
い
て
十
分
に
確
立
さ
れ
た
學
問
分
野
で
あ
る
︒
古

代
・
中
世
世
界
に
對
す
る
現
代
の
知
見
に
お
け
る
古
錢
學
硏
究
の
貢
獻
は
極

め
て
重
�
で
あ
る
︒
Sir
W
illiam
W
oodthorpe
T
arn
(1869-1957)
が
︑

記
錄
の
乏
し
い
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
征
W
に
續
く
數
世
紀
の
中
央
ア
ジ
ア

と
イ
ン
ド
の
ギ
リ
シ
ア
系
諸
王
國
の
歷
"
を
︑
ほ
ぼ
貨
�
の
み
に
基
づ
い
て

復
元
し
え
た
こ
と
は
︑
そ
の
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い(2
)
︒
本
書
は
︑

中
國
�
料
に
お
い
て
も
同
樣
に
︑
そ
れ
に
Y
敵
す
る
ほ
ど
重
�
な
硏
究
成
果

を
獲
得
し
う
る
こ
と
を
證
%
し
て
い
る
︒

東
ア
ジ
ア
で
は
︑
貨
�
は
少
な
く
と
も
中
世
以
來
︑
歷
"
�
な
動
機
で
收

集
さ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
は
︑
陝
西
西
安
何
家
村
の
貴
金
屬
製
品
の
窖
藏
よ
り

出
土
し
た
銀
器
の
一
つ
か
ら
發
見
さ
れ
た
貨
�
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

考
古
學
�
に
證
%
さ
れ
て
い
る(3
)
︒
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
︑
先
秦
時
代
の
Z

�
な
形
態
の
貨
�
そ
れ
ぞ
れ
の
實
例
︑
[
代
ま
で
の
\
制
歷
代
王
]

(分
裂

時
代
の
北
]
・
南
]
の
雙
方
を
含
む
)
そ
れ
ぞ
れ
の
貨
�
︑
日
本
︑
ト
ゥ
ル

フ
ァ
ン
の
高
昌
王
國
︑
ビ
ザ
ン
ツ
と
い
っ
た
地
域
の
數
種
類
の
外
國
貨
�
を

含
む
︒
%
ら
か
に
︑
今
で
は
未
知
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
︑
貨
�
は
︑
歷

"
�
な
時
閒
︑
空
閒
︑
正
瓜
王
]
の
推
移
︑
國
際
�
關
係
な
ど
を
物
質
�
に

體
現
す
る
も
の
と
し
て
_
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒

�
獻
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
︑
八
世
紀
中
葉
の
何
家
村
窖
藏
の

頃
ま
で
に
︑
こ
の
よ
う
な
古
錢
學
�
鑑
識
眼
は
少
な
く
と
も
二
世
紀
に
わ

た
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
︒
こ
れ
を
Z
題
と
す
る
論
�
は
︑
分
裂
時
代
の
梁
代

に
ま
で
]
り
う
る
︒
北
宋
時
代
以
影
︑
古
錢
學
は
傳
瓜
�
古
器
物
學
た
る

﹁
金
石
學
﹂
の
一
部
と
な
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
わ
た
く
し
の
知
る
限
り

で
は
︑
中
國
の
高
等
敎
育
機
關
に
お
い
て
︑
古
錢
學
の
專
門
a
座
は
存
在
し

た
こ
と
が
な
く
︑
貨
�
は
久
し
く
︑
靑
銅
器
・
鏡
・
寶
石
な
ど
に
竝
ぶ
骨
董

の
一
分
野
と
み
な
さ
れ
て
き
た
︒

著
者
は
本
書
の
序
違
に
お
い
て
︑
ま
ず
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
中
國
と
日

本
で
築
か
れ
て
き
た
︑
古
代
中
國
の
古
錢
學
に
關
す
る
膨
大
で
高
度
な
硏
究

を
�
b
す
る

(
三
～
一
七
頁
)︒
こ
れ
は
ご
く
>
年
に
お
け
る
多
數
の
顯
著

な
業
績
を
も
含
む

(
�
重
�
�
獻
の
c
用
で
鯵
%
な
�
獻
目
錄
が
四
三
五
～

四
三
七
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
)︒
著
者
自
身
の
仕
事
は
︑
こ
の
硏
究
の
�
7

の
中
で
緊
密
に
d
成
さ
れ
て
お
り
︑
本
書
の
大
部
分
は
︑
ほ
か
の
學
者
が
公

表
し
た
&
見
を
實
直
か
つ
非
常
に
詳
細
に
鑑
別
し
︑
今
日
利
用
可
能
な
考
古

學
�
�
料
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
e
價
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
先
行
硏
究

に
對
す
る
︑
こ
う
し
た
長
大
な
議
論
の
あ
と
に
︑
著
者
は
︑
そ
の
考
古
學
�

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
分
布
圖
か
ら
獨
自
に
f
き
出
し
た
自
身
の
g
斷
を
示
す
︒

序
論
の
後
<
部
分

(
一
七
～
一
九
頁
)
で
は
︑
著
者
は
鯵
h
に
そ
の
方
法

論
�
な
原
則
や
本
書
の
目
�
を
述
べ
る
︒
つ
い
で
︑
第
一
違

(二
一
～
九
八

頁
)
で
は
︑
齊
・
燕
・
三
晉

(
韓
・
魏
・
趙
)・
楚
・
秦
の
順
番
で
︑
戰
國

時
代
の
貨
�
の
一
般
�
說
%
が
な
さ
れ
る
︒
第
二
違

(
九
九
～
一
六
八
頁
)

は
︑
嚴
密
な
類
型
學
�
觀
點
か
ら
同
じ
�
料
を
再
檢
討
す
る
︒
東
周
古
錢
�

料
の
大
部
分
を
占
め
る
刀
錢
と
布
錢
に
焦
點
を
當
て
て
︑
著
者
は
そ
れ
ら
の

起
源
を
た
ど
り
︑
液
i
年
代
︑
地
理
�
分
布
︑
本
來
�
な
性
質
と
�
般
�
な

類
型
學
�
發
展
を
確
j
す
る
︒
續
く
第
三
違
～
第
七
違
の
專
論
は
︑
第
一

違
・
第
二
違
で
提
示
さ
れ
た
貨
�
諸
形
態
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
關
す
る
よ

り
詳
細
な
議
論
で
あ
る
︒
第
三
違

(一
六
九
～
二
〇
九
頁
)
は
︑
齊
大
刀
に

關
わ
る
︒
そ
れ
は
傳
瓜
�
に
は
中
國
�
古
の
貨
�
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
︑

著
者
は
︑
そ
れ
が
液
i
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
�
四
世
紀
中
葉
を
]
ら
な

い
こ
と
を
證
%
す
る
︒
第
四
違

(二
一
〇
～
二
五
二
頁
)
は
橋
形
方
足
布
を
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k
う
︒
年
代
�
に
よ
り
早
い
と
以
�
は
考
え
ら
れ
て
い
た
今
一
つ
の
貨
�
の

形
態
だ
が
︑
戰
國
時
代
の
魏
に
液
i
し
て
い
た
と
す
る
︒
第
五
違

(二
五
三

～
三
一
二
頁
)
は
尖
足
布
と
方
足
布
に
轉
じ
︑
そ
れ
は
戰
國
時
代
に
中
原
北

部
で
廣
く
液
i
し
て
い
た
︒
第
六
違

(三
一
三
～
三
七
二
頁
)
は
︑
楚
の
貝

貨

(俗
に
﹁
蟻
l
錢
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
)
を
︑
第
七
違

(三
七
三
～

四
二
二
頁
)
は
秦
と
そ
の
周
邊
諸
國
の
圓
錢
を
論
ず
る
︒
各
違
に
は
當
該
貨

�
出
土
の
分
布
圖
と
m
括
�
な
一
覽
表
︑
各
項
目
に
對
す
る
几
帳
面
な
參
考

書
目
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
一
覽
表
は
形
式
�
に
は
瓜
一
さ
れ
て

い
な
い
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
貨
�
形
態
の
複
雜
性
に
 
合
し
て
お
り
︑
n
報
の

內
容
を
�
大
2
し
︑
無
駄
を
�
小
2
し
て
い
る
︒
0
違

(四
二
三
～
四
三
七

頁
)
は
︑
著
者
の
&
見
を
m
括
�
に
e
價
す
る
︒

西
洋
人
は
著
者
の
參
考
書
目
が
中
國
語
と
日
本
語
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
氣
附
く
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
決
し
て
︑
著
者
の
側
の
怠
慢

で
は
な
く
︑
西
洋
の
學
者
の
中
國
古
錢
に
對
す
る
言
語
p
斷
な
無
視
を
反
映

す
る
も
の
で
あ
る
︒
Z
に
貨
�
コ
レ
ク
タ
ー
の
需
�
に
應
え
た
中
國
人
の
著

作
の
英
語
版(4
)
を
別
に
す
れ
ば
︑
本
書
に
關
聯
す
る
︑
先
秦
貨
�
に
つ
い
て
の

西
洋
言
語
で
著
さ
れ
た
獨
自
の
硏
究
は
︑
わ
た
く
し
の
知
る
限
り
で
は
二
件

し
か
な
く
︑
一
つ
は
英
語
で
書
か
れ
た
未
公
刊
の
F
士
論
�
で
あ
り(5
)
︑
今
一

つ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
圖
錄
で
あ
る(6
)
︒
い
ず
れ
も
︑
そ
れ
が
基
い
た

中
國
人
の
著
作
を
超
え
る
重
�
な
境
地
を
切
り
開
く
も
の
で
は
な
く
︑
現
在

利
用
可
能
な
�
料
の
性
質
に
保
證
さ
れ
︑
著
者
が
本
書
に
よ
っ
て
例
證
し
た

よ
う
な
體
系
�
な
方
法
で
�
料
を
硏
究
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
ご
く
q
え
め

に
言
っ
て
も
︑
古
錢
學
に
關
す
る
限
り
︑
西
洋
は
い
さ
さ
か
後
r
�
で
あ
る
︒

西
洋
の
中
國
學
者
が
な
ぜ
先
秦
古
錢
に
ほ
と
ん
ど
關
心
を
拂
っ
て
こ
な

か
っ
た
の
か
が
︑
當
然
問
わ
れ
よ
う
︒
何
に
せ
よ
�
>
代
の
問
題
一
般
に
學

者
が
耽
溺
す
る
こ
と
に
水
を
差
す
よ
う
な
%
白
に
實
利
�
な
理
由
を
別
に
す

れ
ば
︑
三
つ
の
よ
り
具
體
�
な
理
由
に
思
い
當
た
る
︒
そ
れ
は
︑
い
ず
れ
も

古
代
中
國
の
貨
�
と
古
代
世
界
の
そ
の
他
の
地
域
の
貨
�
と
の
%
白
な
相
*

に
關
わ
る
︒

ま
ず
第
一
に
︑
中
國
の
靑
銅
貨
�
は
︑
西
洋
の
金
貨
・
銀
貨
に
比
べ
て
�

く
單
純
に
本
來
�
な
價
値
が
乏
し
い
︒
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
使
わ
れ
方
に
お
け

る
一
定
の
相
*
を
反
映
し
て
い
る
︒
西
洋
の
貨
�
と
は
衣
な
り
︑
古
代
中
國

の
靑
銅
貨
�
は
︑
原
則
と
し
て
︑
蓄
財
の
手
段
と
し
て
の
機
能
を
志
向
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
一
般
に
︑
そ
れ
ら
の
金
屬
の
實
質
價
値
と
そ
の

s
奄
價
値
は
ほ
と
ん
ど
相
關
し
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
信
用
や
威
信
︑
お
よ
び

／
あ
る
い
は
︑
發
行
者
の
政
治
�
權
力
と
い
っ
た
�
素
に
よ
っ
て
保
證
さ
れ

て
い
た
︒
そ
の
經
濟
�
機
能
に
お
い
て
︑
東
周
時
代
の
貨
�
は
︑
こ
の
よ
う

に
經
濟
�
取
引
を
容
易
に
す
る
ト
ー
ク
ン
に
似
て
い
る
︒
著
者
が
十
分
に
證

%
す
る
よ
う
に
︑
考
古
學
�
發
見
に
よ
れ
ば
︑
旣
知
の
そ
れ
ぞ
れ
の
同
じ
形

態
の
貨
�
の
閒
で
︑
さ
ら
に
し
ば
し
ば
同
じ
窖
藏
か
ら
u
出
す
る
も
の
の
閒

で
さ
え
も
︑
大
小
︑
重
量
︑
金
屬
の
組
成
に
は
大
き
な
差
衣
が
j
め
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
額
面
の
大
小
や
重
量
の
規
格
瓜
一
を
法
制
2
し
た
り
︑

貨
�
の
品
質
低
下
を
處
罰
し
た
り
す
る
よ
り
も
︑
政
府
當
局
は
一
定
の
額
面

の
�
て
の
貨
�
が
均
一
に
k
わ
れ
る
よ
う
布
吿
し
て
い
る
︒
著
者
は
繰
り
w

し

(例
え
ば
︑
三
八
九
～
三
九
〇
頁
)
湖
北
雲
夢
睡
虎
地
で
出
土
し
た
�
三

世
紀
中
葉
の
秦
の
法
律
�
書
の
﹁
金
布
律
﹂
の
關
聯
す
る
一
x
に
言
/
す
る(7
)
︒

そ
れ
は
液
i
し
て
い
る
貨
�
を
y
別
す
る
こ
と
を
特
に
禁
止
し
て
い
る
︒

第
二
に
︑
中
國
の
銅
貨
は
西
洋
の
も
の
よ
り
も
視
覺
�
な
魅
力
が
乏
し
い
︒

著
者
の
見
積
も
り

(四
二
〇
頁
)
で
は
︑
世
界
の
ど
こ
に
も
類
例
の
な
い
よ

う
な
︑
た
い
へ
ん
な
多
樣
性
に
も
關
わ
ら
ず
︑
先
秦
中
國
の
貨
�
は
鯵
素
を
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�
優
先
し
て
い
る
︒
そ
の
唯
一
の
顯
著
な
特
z
は
︑
ナ
イ
フ
・
す
き
・
圓
盤
︑

ご
く
稀
に
長
方
形
の
棒
︑
お
よ
び
子
安
貝
と
い
っ
た
外
形
と
︑
決
定
�
に
は

銘
�
で
あ
る
︒
\
制
時
代
の
貨
�
は
︑
實
質
�
に
�
て
が
顯
著
な
方
孔
を
銘

�
が
取
り
卷
く
圓
形
で
あ
り
︑
よ
り
執
拗
に
瓜
一
さ
れ
て
い
る
︒
古
錢
學
者

の
關
心
を
引
く
よ
う
な
顯
著
な
特
z
は
︑
西
洋
の
貨
�
に
比
べ
て
︑
こ
の
よ

う
に
必
然
�
に
わ
ず
か
で
あ
り
︑
視
覺
�
に
も
魅
力
に
乏
し
い
︒

第
三
に
︑
中
國
の
貨
�
の
デ
ザ
イ
ン
や
製
{
は
︑
藝
#
�
|
練
を
�
し
︑

あ
る
い
は
藝
#
�
精
緻
さ
に
屬
す
る
も
の
と
は
j
知
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

好
個
の
例
證
と
し
て
︑
�
>
代
中
國
の
彫
刻
の
歷
"
は
︑
メ
ダ
ル
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
を
完
�
に
缺
い
て
い
る
︒
そ
れ
は
貨
�
よ
り
�
生
し
︑
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
な
ど
で
は
美
#
"
の
特
定
の
時
代
に
お
い
て
藝
#
�
創
{
性
の
た
い
へ
ん

重
�
な
焦
點
で
あ
り
︑
今
日
で
も
一
定
の
重
�
性
を
も
つ
︒
貨
�
は
︑
た
と

え
ば
漢
代
の
不
死
の
圖
宴
な
ど
で
は
︑
藝
#
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
現
れ
て
い

る
が
︑
そ
れ
に
も
關
わ
ら
ず
︑
中
國
に
お
い
て
︑
貨
�
そ
れ
自
體
は
藝
#
�

創
{
性
を
試
み
る
對
象
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
︒
そ
の
う
え
さ
ら
に
︑
ほ
と

ん
ど
指
摘
す
る
必
�
も
な
い
こ
と
だ
が
︑
多
樣
な
シ
ン
ボ
ル
や
繪
畫
�
モ

チ
ー
フ
と
と
も
に
︑
ほ
と
ん
ど
�
初
か
ら
そ
れ
を
發
行
し
た
荏
配
者
の
�
宴

を
描
い
た
西
洋
の
貨
�
と
衣
な
り
︑
中
國
の
貨
�
は
︑
先
秦
時
代
・
\
制
時

代
を
問
わ
ず
︑
完
�
に
具
象
�
な
圖
宴
を
缺
い
て
い
た
︒
ち
な
み
に
︑
こ
う

し
た
特
z
は
︑
漢
代
中
國
の
旅
行
者
が
非
常
に
衣
質
な
視
覺
�
特
z
を
も
つ

西
洋
の
貨
�
を
目
睹
し
た
こ
と
に
つ
い
て
報
吿
し
た
の
ち
も
維
持
さ
れ
た(8
)
︒

中
國
銅
貨
の
鯵
素
な
外
見
は
_
圖
�
な
�
2
�
y
擇
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
れ
ら
の
相
*
は
︑
西
洋
の
古
錢
學
者
が
中
國
の
貨
�
を
無
視
し
て
き
た

こ
と
を
說
%
は
す
る
も
の
の
免
罪
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
本
書
は
先
秦
中
國

の
硏
究
に
對
す
る
こ
の
問
題
の
竝
外
れ
た
重
�
性
を
力
強
く
想
起
さ
せ
る
︒

著
者
は
︑
貨
�
が
東
周

(と
り
わ
け
戰
國
時
代
)
考
古
學
の
あ
ら
ゆ
る
局
面

に
關
聯
す
る
こ
と
を
證
%
し
て
い
る
︒
貨
�
は
︑
都
市
,
跡
と
そ
の
經
濟
生

活
︑
地
域
內
お
よ
び
地
域
閒
の
相
互
作
用
︑
軍
事
"
︑
種
々
の
古
�
字
學
�

問
題
に
光
を
投
げ
か
け
る
︒
特
に
貨
�
の
考
古
學
�
硏
究
は
︑
歷
"
地
理
と

不
可
分
で
あ
り
︑
銘
�
に
見
え
る
地
名
を
正
確
に
比
定
し
︑
そ
れ
が
&
屬
す

る
國
家
の
液
動
�
な
領
域
に
關
聯
づ
け
る
だ
け
で
︑
そ
の
年
代
と
歷
"
�
な

_
義
を
確
定
で
き
る
︒
著
者
は
そ
う
し
た
問
題
に
關
す
る
硏
究
の
現
況
を
︑

か
れ
の
考
古
學
に
基
づ
く
貨
�
分
布
圖
や
︑
非
常
に
重
�
な
こ
と
だ
が
︑
一

國
の
領
域
內
だ
け
に
も
っ
ぱ
ら
液
i
す
る
貨
�
と
︑
�
く
政
治
�
境
界
を
越

え
て
液
i
す
る
貨
�
と
が
存
在
す
る
と
い
う
&
見
に
c
效
に
結
合
し
て
い

る
︒公

;
に
い
っ
て
︑
著
者
の
硏
究
に
よ
っ
て
︑
先
秦
中
國
の
貨
�
"
の
範
圍

は
あ
る
�
度
壓
縮
さ
れ
た
︒
以
�
の
硏
究
は
因
|
�
に
貨
�
を
春
秋
時
代
�

+
に
]
る
も
の
と
想
定
し
て
き
た
︒
し
か
し
著
者
は
こ
れ
が
事
實
で
は
あ
り

え
な
い
こ
と
を
證
%
し
た
︒
嚴
密
な
_
味
で
の
貨
�
が
出
現
す
る
以
�
に
中

國
の
い
く
つ
か
の
地
域
に
存
在
し
た
特
定
の
形
態
の
金
屬
原
始
貨
�
︑
た
と

え
ば
山
西
南
部
曲
沃
地
區
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
布(9
)
や
︑
北
京
北
方
�
慶
の
い
わ

ゆ
る
山
戎
�
牧
民
の
墓
の
�
刀(10
)
の
年
代
は
︑
春
秋
時
代
中
+
を
]
ら
ず
︑
實

際
の
貨
�
は
︑
春
秋
時
代
後
+
︑
�
五
五
〇
年
頃
以
影
に
よ
う
や
く
出
現
す

る
︒
そ
の
考
古
學
�
�
7
と
型
式
�
特
z
の
愼
重
な
檢
討
に
基
づ
き
︑
著
者

は
さ
ら
に
傳
瓜
�
に
は
春
秋
時
代
に
年
代
づ
け
ら
れ
て
い
た
特
定
の
形
態
の

貨
�

(た
と
え
ば
す
で
に
言
/
し
た
齊
大
刀
や
傳
瓜
�
に
は
周
王
]
に
屬
す

る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
圓
孔
圓
錢
)
の
年
代
が
戰
國
時
代
を
]
り
得
な
い
こ

と
を
確
定
し
え
た

(
圓
孔
圓
錢
は
魏
の
も
の
と
さ
れ
︑
周
王
]
で
發
行
さ
れ
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た
貨
�
の
存
在
は
現
時
點
で
は
確
j
で
き
な
い
)︒
一
方
︑
考
古
學
�
發
見

は
︑
傳
瓜
�
に
は
�
二
二
一
年
の
秦
の
瓜
一
に
關
聯
づ
け
ら
れ
て
い
た
<
兩

の
銘
�
を
も
つ
方
孔
圓
錢
が
︑
實
際
に
は
そ
の
何
十
年
も
�
か
ら
秦
王
國
の

內
部
で
廣
く
液
i
し
て
い
た
こ
と
を
疑
問
の
餘
地
無
く
證
%
し
て
い
る
︒

�
六
世
紀
後
<
に
中
國
で
�
初
に
貨
�
が
出
現
し
た
の
は
偶
然
で
は
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
考
古
學
�
發
見
は
︑
そ
の
時
+
に
物
質
�
2
の
多

く
の
局
面
に
重
大
な
變
2
が
發
生
し
た
こ
と
を
%
ら
か
に
し
て
い
る(11
)
︒
本
書

の
Z
題
に
關
係
す
る
も
の
と
し
て
は
︑
ま
ず
︑
都
市
�
集
落
の
d
{
と
外
見

の
變
2
が
あ
り
︑
そ
れ
は
大
規
模
に
成
長
し
︑
社
會
d
{
へ
の
關
與
を
增
大

さ
せ
︑
つ
い
で
︑
�
高
�
エ
リ
ー
ト
成
員
と
�
i
の
�
民
の
社
會
�
地
位
お

よ
び
富
の
差
の
擴
大
は
︑
円
築
︑
さ
ら
に
非
常
に
顯
著
に
墓
葬
の
,
物
に
現

れ
︑
鐵
器
使
用
の
�
/
な
ど
の
技
#
革
怨
は
︑
農
業
や
戰
爭
の
性
格
の
變
2

を
も
た
ら
し
︑
さ
ら
に
社
會
�
液
動
性
の
增
大
や
︑
市
場
原
理
經
濟
の
擴
大

と
と
も
に
︑
�
�
な
人
口
增
加
が
j
め
ら
れ
る
︒
貨
�
の
出
現
が
︑
こ
の
相

互
に
關
聯
し
た
變
2
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
當
初
貨
�
は
限

ら
れ
た
地
域
︑
具
體
�
に
は
北
方
の
燕
と
中
原
北
部
の
晉
の
み
で
出
現
し
︑

液
i
量
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
貨
�
の
使
用
は
戰
國
時
代
中
葉
ま
で

�
/
し
な
か
っ
た
が
︑
特
に
こ
の
時
+
の
�
後
の
數
十
年
に
︑
液
i
量
︑
液

i
範
圍
︑
お
よ
び
經
濟
�
s
奄
手
段
の
性
質
に
つ
い
て
�
面
�
な
變
2
が
�

/
繼
續
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

ア
ジ
ア
�
域
を
i
觀
す
れ
ば
︑
中
國
初
の
靑
銅
貨
�
が
︑
鐵
器
時
代
の
ア

ナ
ト
リ
ア
お
よ
び
古
拙
+
ギ
リ
シ
ャ
の
�
六
〇
〇
年
に
]
る
西
洋
�
古
の
貴

金
屬
貨
�
と
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
る
こ
と
が
�
目
さ
れ
る
︒
雙
方
の
現
象
に
何

ら
か
の
關
係
が
あ
っ
た
の
も
し
れ
な
い
と
い
う
想
宴
を
禁
じ
得
な
い
︒
こ
の

問
題
は
現
時
點
で
は
解
答
で
き
な
い
が
︑
�
二
世
紀
末
の
絹
の
p
開
i
に
先

立
つ
五
〇
〇
年
閒
に
お
け
る
東
西
s
涉
の
可
能
性
に
關
す
る
問
題
を
同
樣
に

提
起
し
う
る
よ
う
な
東
周
時
代
中
葉
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
そ
の
他
の
現
象

が
存
在
す
る
こ
と
で
︑
こ
う
し
た
可
能
性
を
許
容
す
る
こ
と
も
是
j
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
︒
そ
の
一
部
と
し
て
︑
天
�
學
用
語(12
)
︑
�
樂
理
論(13
)
︑
ツ
ィ
タ
ー(14
)
︑

藝
#
に
お
け
る
c
�
獸
の
モ
チ
ー
フ(15
)
︑
埋
葬
|
慣
の
變
容(16
)
︑
製
鐵
技
#
の
'

容(17
)
を
列
擧
し
う
る
︒
確
か
に
︑
ア
ジ
ア
�
域
規
模
で
の
こ
れ
ら
の
問
題
は
ほ

と
ん
ど
硏
究
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
︑
證
據
は
今
日

も
不
%
瞭
の
ま
ま
で
あ
り
︑
過
去
數
十
年
に
お
い
て
よ
り
多
く
︑
よ
り
質
の

高
い
關
聯
�
料
が
出
現
し
て
い
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
>
代
の
政
治
�
境
界
が
︑

國
家
ご
と
に
區
切
ら
れ
た
學
#
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
閒
の
相
變
わ
ら
ず
の
知
の

相
*
と
と
も
に
︑
發
展
を
阻
�
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
將
來
の
硏
究
に
お
け

る
巨
大
な
難
題
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
︒

貨
�
の
場
合
︑
ア
ジ
ア
の
一
端
か
ら
他
方
へ
の
何
ら
か
の
﹁
刺
激
の
擴

散
﹂
の
可
能
性
は
︑
北
方
邊
境
の
國
家
で
あ
る
燕
の
刀
錢
が
中
國
�
古
の
貨

�
で
あ
り
︑
燕
に
�
接
す
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
草
原
地
帶
の
�
牧
民
と
の
s
奄
を

i
じ
て
考
案
さ
れ
た
ら
し
い
と
い
う
著
者
の
發
見
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
強
2

さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
南
方
の
楚
が
靑
銅
貨
�
・
金
貨
・
銀
貨

を
混
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
イ
ン
ド
と
の
關
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
想

定
さ
れ
る
︒
イ
ン
ド
で
は
︑
楚
と
同
樣
に
�
四
〇
〇
年
頃
か
ら
︑
長
方
形
の

金
貨
・
銀
貨
が
製
{
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
問
題
は
︑
イ
ン
ド
や
西
南
ア
ジ
ア

に
關
係
す
る
可
能
性
の
あ
る
樣
々
な
藝
#
�
モ
チ
ー
フ
が
︑
同
方
向
か
ら
の

佛
敎
の
傳
來
に
何
世
紀
も
先
立
つ
�
一
〇
〇
〇
年
紀
後
<
に
中
國
に
お
い
て

出
現
し
た
こ
と(18
)
と
聯
動
し
て
︑
さ
ら
に
硏
究
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

ち
な
み
に
著
者
の
分
析
は
︑
楚
が
決
し
て
東
周
中
國
に
お
い
て
金
貨
を

も
っ
た
唯
一
の
地
域
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
%
ら
か
に
し
て
い
る
︒
金
貨
は
︑
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埋
葬
用
の
低
品
質
の
%
器
と
同
樣
に
︑
現
時
點
で
は
楚
だ
け
で
實
例
が
獲
得

さ
れ
て
い
る
︒
先
行
硏
究
に
f
か
れ
て
︑
著
者
は
す
で
に
言
/
し
た
齊
大
刀

や
晉
の
後
繼
國
家
で
あ
る
魏
の
都
城
か
ら
出
土
し
た
橋
型
方
足
布
と
い
っ
た

特
定
の
形
態
の
貨
�
の
銘
�
が
︑
金
本
位
制
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
法
定
s
奄

價
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
%
ら
か
に
し
て
い
る
︒
秦
で
も
同
樣
に
︑
靑
銅

貨
�
で
あ
る
<
兩
錢
の
名
目
上
の
價
値
は
貨
�
と
し
て
の
金
の
使
用
に
關
聯

し
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
現
時
點
で
は
︑
戰
國
時
代
に
北
中
國
で
用
い

ら
れ
て
い
た
金
貨
︑
あ
る
い
は
よ
り
可
能
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
地
金
の
實

例
は
缺
如
し
て
い
る
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
2
學
分
析
に
よ
れ
ば
︑
金
本
位

制
に
結
び
つ
い
た
靑
銅
貨
�
は
︑
液
i
し
て
い
た
他
の
形
態
の
貨
�
に
比
べ

て
︑
か
な
り
の
�
度
に
大
小
と
金
屬
組
成
が
變
動
し
に
く
か
っ
た
こ
と
が
%

ら
か
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
︑
額
面
と
金
屬
と

し
て
の
實
質
價
値
の
閒
の
關
係
が
い
く
ら
か
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
う
し
た
兌
奄
可
能
な
貨
�
は
︑
金
本
位
制
を
も
管

理
し
て
い
た
政
府
當
局
に
よ
っ
て
發
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
同
樣
に
︑

楚
に
お
い
て
︑
貨
�
が
政
府
に
よ
っ
て
發
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
確
實

で
あ
る
︒

い
か
な
る
貨
�
も
特
定
の
國
家
の
政
府
に
よ
っ
て
發
行
さ
れ
︑
そ
の
權
威

に
裏
附
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
は
︑
傳
瓜
中
國
の
多
數
の
學
者
に
よ
っ

て
當
然
の
こ
と
と
し
て
久
し
く
疑
問
の
餘
地
無
く
'
容
さ
れ
て
き
た
︒
し
か

し
著
者
は
︑
こ
の
見
解
が
荏
持
し
え
な
い
こ
と
を
說
得
�
に
證
%
し
て
い
る
︒

驚
く
べ
き
こ
と
に
︑
東
周
中
國
に
お
い
て
︑
貨
�
液
i
の
�
初
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
は
政
府
が
掌
握
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
ま
た
か
つ
て
存
在
し
た
政

府
發
行
の
貨
�
も
必
ず
し
も
�
も
多
數
で
廣
く
使
用
さ
れ
た
貨
�
の
形
態
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
�
に
︑
著
者
の
デ
ー
タ
に
照
ら
せ
ば
十
分
に
%
ら

か
だ
が
︑
中
國
に
お
け
る
�
初
の
貨
�
使
用
は
邊
境
地
域
に
位
置
す
る
商
業

團
體
に
お
い
て
發
生
し
︑
そ
れ
は
經
濟
�
・
政
治
�
境
界
を
越
え
う
る
中
立

�
な
s
奄
手
段
が
必
�
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
貨
�
が
成
功
裏
に
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
數
十
年
の
の
ち
に
よ
う
や
く
︑
政
府
は
︑
經
濟
を
管
理

す
る
手
段
と
し
て
の
貨
�
の
c
用
性
に
氣
附
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
貨
�
の
使

用
が
戰
國
時
代
中
國
の
國
家
行
政
の
效
�
向
上
に
正
確
に
ど
の
�
度
關
聯
し

て
い
た
か
は
な
お
解
%
の
餘
地
が
あ
る
︒
著
者
の
�
示
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑

と
も
か
く
︑
貨
�
は
政
府
に
と
っ
て
增
加
し
つ
つ
あ
っ
た
軍
�
の
軍
�
金
を

保
證
す
る
手
段
と
し
て
不
可
缺
の
も
の
と
な
っ
た
︒
著
者
は
︑
多
く
の
形
態

の
貨
�

(
魏
の
邊
境
都
市
で
製
{
さ
れ
た
數
種
類
の
橋
形
方
足
布
や
齊
大

刀
)
は
︑
特
に
こ
の
目
�
の
た
め
に
發
行
さ
れ
た
と
提
起
し
て
い
る
︒

多
く
の
形
態
の
貨
�
や
そ
の
銘
�
に
對
す
る
愼
重
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ

た
分
析
を
i
じ
て
︑
著
者
は
貨
�
が
發
行
さ
れ
る
多
く
の
種
類
の
衣
な
っ
た

狀
況
を
說
得
�
に
提
示
し
て
い
る
︒
か
れ
の
&
見
は
︑
古
代
中
國
の
貨
�
の

大
部
分
で
は
な
い
に
し
て
も
多
數
は
︑
都
市
を
基
盤
と
す
る
商
人
お
よ
び
／

あ
る
い
は
職
人
の
自
治
�
組
合
に
よ
っ
て
發
行
さ
れ
た
と
い
う
加
�
繁
の
推

定
を
お
お
む
ね
確
證
す
る(19
)
︒
銘
�
は
都
市
自
體
か
個
々
の
發
行
者
も
し
く
は

發
行
者
團
體
の
何
ら
か
の
形
式
の
名
稱
を
記
す
︒
そ
う
し
た
詳
細
は
し
ば
し

ば
極
め
て
解
%
困
難
で
あ
る
︒
同
じ
銘
�
が
時
に
多
く
の
衣
な
っ
た
形
態
の

貨
�
に
見
え
る
と
い
う
事
實
は
︑
同
じ
都
市
の
中
に
衣
な
っ
た
發
行
單
位
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
な
お
限
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
考
古
學
�
發
見

は
︑
貨
�
が
特
に
そ
れ
に
特
2
し
た
工
�
で
は
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
金

屬
製
品
を
製
{
す
る
工
�
で
製
{
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
一
般
�

に
い
っ
て
︑
政
府
の
關
與
は
時
と
と
も
に
增
大
し
た
が
︑
こ
れ
ら
の
工
�
は

大
部
分
が
私
營
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(20
)
︒
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重
�
な
地
域
�
差
衣
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
と
く
に
楚
と
秦
は
︑

貨
�
の
'
容
は
東
ア
ジ
ア
大
陸
部
の
他
の
地
域
よ
り
遲
れ
る
が
︑
比
�
�
早

く
か
ら
國
營
の
i
貨
制
度
を
も
ち
︑
燕
で
は
︑
特
z
�
な
刀
錢
の
製
{
は
戰

國
時
代
に
は
國
家
に
獨
占
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
一
方
︑
三
晉
と
周
王

]
で
は
︑
秦
の
征
W
に
至
る
ま
で
國
家
以
外
の
貨
�
發
行
が
一
般
�
で
︑
政

府
發
行
の
貨
�
は
液
i
貨
�
の
ご
く
小
さ
な
部
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
著
者

に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
は
北
中
國
の
こ
の
部
分
に
お
け
る
政
府
當
局
の
相
對
�
な

�
さ
︑
そ
の
一
方
で
の
自
治
�
な
經
濟
�
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
政
治
�
單
位

と
し
て
の
都
市
の
高
度
の
發
展
を
證
す
る
も
の
で
あ
る
︒

東
周
集
落
の
體
系
�
な
考
古
學
�
發
掘
が
依
然
缺
如
し
て
い
る
た
め
︑
現

時
點
で
貨
�
は
︑
そ
こ
で
營
ま
れ
た
經
濟
活
動
に
關
す
る
き
わ
め
て
限
ら
れ

た
n
報
源
の
一
つ
で
あ
る(21
)
︒
よ
り
一
般
�
に
︑
東
周
時
代
中
國
に
存
在
し
て

い
た
﹁
都
市
�
2
﹂
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
︒
傳
承
�
獻
は
ほ

と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
︒
貨
�
以
外
の
Z
�
な
銘
�
�
料
は
陶
�
だ
が
︑
貨

�
の
銘
�
に
比
べ
て
な
お
謎
め
い
て
お
り
︑
解
讀
困
難
で
あ
る(22
)
︒
貨
�
を
發

行
す
る
團
體
も
し
く
は
組
合
は
︑
中
國
"
の
の
ち
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
見

え
な
い
一
種
の
自
治
組
織
を
代
表
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒
そ
れ
を
よ
り
よ

く
理
解
す
る
に
は
︑
い
ず
れ
中
世
お
よ
び
中
世
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市

と
の
比
�
を
試
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
︒

著
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
團
體
の
經
濟
圈
を
e
價
す
る
た
め
に
︑
貨
�
を
ど

の
よ
う
に
用
い
う
る
か
を
示
す
こ
と
で
︑
こ
れ
ら
團
體
の
理
解
に
重
�
な
貢

獻
を
な
し
て
い
る
︒
た
い
へ
ん
面
白
い
こ
と
に
︑
衣
な
っ
た
形
態
の
貨
�
の

液
i
は
︑
多
數
の
相
互
に
重
な
り
合
っ
た
市
場
制
度
が
同
時
に
機
能
し
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は
s
奄
の
樣
相
や
水
準
の
相
*
と
と
も
に
︑

お
そ
ら
く
は
何
よ
り
も
︑
關
聯
す
る
經
濟
Z
體
閒
の
關
係
の
相
*
を
證
%
し

て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
の
貨
�
が
︑
詳
細
な
個
別
�
硏
究
を
i
じ
て
解

%
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
︑
個
別
�
な
問
題
群
を
提
起
し
て
い
る
︒

著
者
は
分
析
の
對
象
で
あ
る
貨
�
の
使
用
に
伏
在
す
る
經
濟
も
し
く
は
貨

�
理
論
を
論
ず
る
こ
と
を
q
え
て
い
る
︒
こ
う
し
た
理
論
は
︑
い
ず
れ
に
せ

よ
︑
當
時
高
度
に
發
�
し
︑
あ
る
い
は
瓜
合
さ
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
︒

齊
の
管
仲

(�
七
二
二
～
�
六
四
五
年
頃
)
の
よ
う
な
東
周
時
代
の
人
物
に

傳
瓜
�
に
歸
せ
ら
れ
て
き
た
經
濟
思
想
の
�
て
で
は
な
い
に
し
て
も
大
部
分

は
實
際
に
は
漢
さ
ら
に
そ
れ
以
後
に
年
代
づ
け
ら
れ
る
︒
む
し
ろ
著
者
の
&

見
は
︑
傳
承
�
獻
�
料
が
︑
量
�
に
も
信
憑
性
に
お
い
て
も
︑
深
刻
な
限
界

を
も
つ
こ
と
を
c
力
に
例
證
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
と
く
に
經
濟
問
題
に
 
當

す
る
の
で
あ
り
︑
�
獻
か
ら
y
別
さ
れ
た
ご
く
わ
ず
か
な
n
報
が
︑
多
く
の

場
合
︑
考
古
學
�
�
料
に
よ
っ
て
に
べ
も
な
く
否
j
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ

れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
︑
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
空
白
を
補
填
す
る
た
め

に
︑
著
者
の
貨
�
に
關
聯
し
た
硏
究
が
︑
わ
れ
わ
れ
が
今
日
c
し
て
い
る
も

の
よ
り
ず
っ
と
m
括
�
な
︑
都
市
生
活
に
關
す
る
考
古
學
�
�
料
に
よ
っ
て

す
ぐ
に
で
も
補
完
さ
れ
る
こ
と
を
熱
¡
す
る
も
の
で
あ
る
︒

著
者
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
投
入
さ
れ
た
膨
大
な
硏
究
努
力
は
�
高
�
の
賞

贊
に
値
す
る
︒
>
年
に
至
る
ま
で
︑
こ
の
種
の
硏
究
は
︑
利
用
可
能
な
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
が
あ
ま
り
に
も
分
散
し
て
い
た
た
め
︑
�
領
を
得
な
い
も
の
で

あ
っ
た
︒
今
日
で
も
︑
一
九
五
〇
年
頃
ま
で
に
數
萬
件
の
貨
�
が
發
見
さ
れ

記
錄
さ
れ
て
い
る
が

(精
度
に
つ
い
て
は
�
度
が
か
な
り
衣
な
る
が
)︑
そ

の
標
本
は
な
お
體
系
�
で
な
い
︒
し
か
し
�
料
總
量
の
增
加
で
︑
本
書
で
描

か
れ
た
よ
う
な
分
布
パ
タ
ー
ン
が
當
時
の
實
狀
を
反
映
す
る
可
能
性
が
增
大

し
︑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
︑
瓜
計
學
�
な
標
本
抽
出
法
を
念
頭
に
置
い
て
集
め

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
代
表
性
を
も
つ
も
の
に
>
づ
き
つ
つ
あ
る
︒
著
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者
に
よ
っ
て
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
だ
が
︑
多
數
の
殘
さ
れ
た
問
題
は

持
續
�
な
考
古
學
�
硏
究
に
よ
っ
て
解
決
し
う
る
が
︑
將
來
の
發
展
は
非
常

に
本
質
�
に
は
︑
よ
り
多
數
の
完
�
に
�
7
2
さ
れ
た
考
古
學
�
ア
セ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
群
の
復
元
に
依
存
し
て
い
る
︒
中
國
に
お
け
る
,
物
や
,
跡
の
盜
掘

が
規
制
さ
れ
る
こ
と
が
¡
ま
れ
る
︒
い
か
な
る
�
料
も
地
中
に
あ
る
限
り
科

學
�
に
發
掘
し
う
る
か
ら
で
あ
る
︒

�
す
る
に
︑
本
書
は
�
高
�
の
重
�
性
と
價
値
を
も
つ
革
怨
�
な
業
績
で

あ
る
︒
硏
究
の
現
段
階
で
な
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
の
模
範
と
し
て
推
奬
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
︑
よ
り
多
く
の
デ
ー
タ
が
利
用
可
能
に
な
っ
た
時
點
で
學

者
た
ち
が
取
り
組
め
る
よ
う
な
多
く
の
硏
究
課
題
を
d
築
す
る
こ
と
に
も
役

立
つ
︒

お
よ
そ
古
代
中
國
や
經
濟
"
へ
の
關
心
を
も
つ
も
の
は
本
書
を
讀
む
べ
き

で
あ
る
︒
學
問
�
方
法
に
貢
獻
し
︑
考
古
學
が
經
濟
問
題
の
理
解
に
貢
獻
し

う
る
こ
と
を
證
%
し
た
こ
と
で
︑
本
書
は
歷
"
學
・
人
類
學
に
屬
す
る
�
て

の
分
野
の
學
者
の
�
目
を
'
け
る
に
値
す
る
︒

�(1
)
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
Y
ungtiL
i,“O
n
the
function
of

C
ow
ries
in
Shang
and
W
estern
Z
hou
C
hina,”
Jou
rn
al
of
E
ast

A
sian
A
rch
aeology
5.1-4
(2003)
:1-26
を
見
よ
︒

(2
)

W
illiam

W
.
T
arn,
T
h
e
G
reeks
in
B
actria
an
d
In
d
ia

(C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
P
ress,1938).

(3
)

馬
振
智
他
﹃
大
[
,
寶
：
何
家
村
窖
藏
出
土
�
物
展
﹄
(西
安
︑
陝

西
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
)︑
七
四
～
八
九
頁
︒

(4
)

と
く
に
︑
W
ang
Y
ü-ch̓
üan
(W
ang
Y
uquan
王
毓
銓
︑
1910-

2002),
E
arly

C
h
in
ese
C
oin
age
(N
ew

Y
ork
:
A
m
erican

N
um
ism
atic
Society,1951.
の
ち
に
著
者
自
身
の
中
國
語
譯
が
﹃
我

國
古
代
貨
�
�
起
源
與
發
展
﹄
(北
京
︑
科
學
出
版
社
︑
一
九
五
八
)

と
し
て
出
版
さ
れ
た
)
と

P
eng
X
inw
ei
彭
信
威

(1907-1967),A

M
on
etary
H
istory
ofC
h
in
a,2
v.
(B
ellingham
:C
enter
for
E
ast

A
sian
Studies,U
niversity
of
W
estern
W
ashington,1994.著
者

の
﹃
中
國
貨
�
"
﹄
(
上
海
︑
羣
聯
出
版
社
︑
一
九
五
四
)
の

E
dw
ard

H
.
K
aplan
に
よ
る
×
譯
)
︒
D
ai
Z
hiqiang
and
Z
hou
W
eirong,

“Studies
of
the
A
lloy
C
om
positions
of
M
ore
than
T
w
o

T
housand
Y
ears
of
C
hinese
C
oins
(5th
century
B
C
-20th

century
A
D
),”
Jou
rn
al
of
th
e
H
istorical
M
etallu
rgy
S
ociety
26

(1992)
:45-55
も
こ
こ
で
言
/
す
る
に
値
す
る
︒

(5
)

K
e
P
eng,
“C
oinage
and
C
om
m
ercial
D
evelopm
ent
in

E
astern

Z
hou

C
hina”
(P
hD

dissertation,
U
niversity

of

C
hicago,2000).
こ
の
F
士
論
�
に
基
づ
く
本
の
原
稿
が
一
時
+
出

回
っ
て
い
た
が
︑
わ
た
く
し
の
知
る
限
り
︑
出
版
さ
れ
て
い
な
い
︒

(6
)

F
rançois
T
hierry,C
atalogu
e
d
es
m
on
n
aies
ch
in
oises,
v.
1
:

L
a̓n
tiqu
ité
préim
périale
(P
aris
:
B
ibliothèque
nationale
de

F
rance,
1997).
フ
ラ
ン
ス
の
地
域
�
狀
況
の
も
と
で
は
︑
こ
の
圖

錄
は
重
�
な
貢
獻
を
な
し
︑
好
e
を
F
し
て
も
い
る
が

(A
rts
asiati-

qu
es
54
[1999]
:171
の
M
ichèle
P
irazzoli-t̓Serstevens
の
書
e

を
見
よ
)
︑
本
書
に
比
べ
る
と
そ
の
材
料
は
は
る
か
に
乏
し
く
︑
ま
た

江
村
に
よ
っ
て
參
照
さ
れ
︑
部
分
�
に
否
j
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の

中
國
�
料
に
大
幅
に
依
存
し
て
い
る
︒

(7
)

睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
整
理
小
組
﹃
睡
虎
地
秦
墓
竹
鯵
﹄
(
北
京
︑
�
物
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出
版
社
︑
一
九
七
八
)︑
五
五
頁
︒

(8
)

『漢
書
﹄
西
域
傳
上
﹁
罽
賓
⁝
以
金
銀
爲
錢
︐
�
爲
騎
馬
︐
幕
爲
人

面
﹂︒
A
.F
.P
.
H
ulsew
é,
C
h
in
a
in
C
en
tral
A
sia
:
T
h
e
E
arly

S
tage
;
A
n
A
n
n
otated
T
ran
slation
of
C
h
apters
6
1
an
d
9
6
of

th
e
H
istory
of
th
e
F
orm
er
H
an
D
yn
asty
(L
eiden
:B
rill,1979),

pp.105-106
を
參
照
︒
こ
の
書
物
に
つ
き
御
敎
示
い
た
だ
い
た

C
hristoph
H
arbsm
eier
敎
õ
︑
さ
ら
に

R
udolf
G
.W
agner
敎
õ

に
感
謝
す
る
︒

(9
)

趙
雲
峰
﹁
記
山
西
曲
沃
縣
出
土
�
春
秋
布
�
︱
︱
ø
論
布
�
�
淵
源

問
題
﹂︑﹃
中
國
錢
�
﹄
一
九
九
六−

二
︑
八
～
一
二
︑
二
九
頁
︒

(10
)

北
京
市
�
物
硏
究
&
山
戎
�
2
考
古
�
﹁
北
京
�
慶
軍
都
山
東
周
山

戎
部
落
墓
地
發
掘
紀
略
﹂︑﹃
�
物
﹄
一
九
八
九−

八
︑
一
七
～
三
五
︑

四
三
頁
︑
特
に
二
九
頁
︒
さ
ら
な
る
m
括
�
な
n
報
に
つ
い
て
は
北
京

市
�
物
硏
究
&
﹃
軍
都
山
墓
地
：
玉
皇
Ñ
﹄
第
二
册

(北
京
︑
�
物
出

版
社
︑
二
〇
〇
七
)︑
一
〇
〇
六
～
一
〇
〇
七
頁
を
見
よ
︒

(11
)

L
othar
von
F
alkenhausen,
C
h
in
ese
S
ociety
in
th
e
A
ge
of

C
on
fu
ciu
s
(1
0
0
0
-2
5
0
B
C
)
:
T
h
e
A
rch
aeological
E
vid
en
ce

(L
os
A
ngeles
:C
otsen
Institute
of
A
rchaeology
P
ress,2006),

pp.293-399
(日
本
語
譯
﹃
周
代
中
國
の
社
會
考
古
學
﹄﹇
京
都
︑
京

都
大
學
學
#
出
版
會
︑
二
〇
〇
六
﹈︑
二
三
五
～
三
二
〇
頁
)
參
照
︒

(12
)

Joseph
N
eedham
,
S
cien
ce
an
d
C
ivilization
in
C
h
in
a,
v.
3

(C
am
bridge
:
C
am
bridge
U
niversity
P
ress,
1971),
107,
186,

273
な
ど
に
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
D
avid
W
.
P
ankenier,
“R
eflec-

tions
of
the
L
unar
A
spect
on
W
estern
Z
hou
C
hronology,”

T
o̓u
n
g
P
ao
78
(1992)
:33-74,
特
に

pp.56-57
を
も
見
よ
︒

(13
)

E
rnest
G
.M
cC
lain,“T
he
bronze
chim
e
bells
ofthe
M
arquis

of
Z
eng
:B
abylonian
biophysics
in
A
ncient
C
hina,”
Jou
rn
al
of

S
ocial
an
d
B
iological
S
tru
ctu
res
8.2
(1985)
:147-173.

(14
)

B
o
L
aw
ergren,“Strings,”
in
Jenny
F
.So
(ed.),M
u
sic
in
th
e

A
ge
of
C
on
fu
ciu
s
(W
ashington,
D
.C
.:
F
reer
G
allery
of
A
rt

and
A
rthur
M
.
Sackler
G
allery,
Sm
ithsonian
Institution,

2000),pp.65-85
;idem
,“W
estern
Influences
on
the
A
ncient

C
hinese
Q
in
Z
ither,”
B
u
lletin
of
th
e
M
u
seu
m
of
F
ar
E
astern

A
n
tiqu
ities
75
(2003)
:79-109.

(15
)

李
零
﹃
入
山
與
出
塞
﹄
(北
京
︑
�
物
出
版
社
︑
二
〇
〇
四
)
︑
八
七
～

一
六
一
頁
︒

(16
)

L
othar
von
F
alkenhausen,
“M
ortuary
B
ehavior
in
P
re-

Im
perialQ
in
:A
R
eligious
Interpretation,”
in
John
L
agerw
ey

(ed.)
R
eligion
in
A
n
cien
t
an
d
M
ed
ieval
C
h
in
a
(H
ong
K
ong
:

C
hinese
U
niversity
P
ress),vol.1
:109-172,
特
に
pp.154-155
;

L
ukas
N
ickel,
“T
onkrieger
auf
der
Seidenstrasse.
D
ie

P
lastiken
des
E
rsten
K
aisers
von
C
hina
und
die
hellenistische

Skulptur
Z
entralasiens,”
Z
ü
rich
S
tu
d
ies
in
th
e
H
istory
of
A
rt

(G
eorges
B
loch
A
n
n
u
al)
13-14
(2006-07)
:125-149.

(17
)

D
onald

B
.
W
agner,
F
errou
s
M
etallu
rgy,
i.e.,
Joseph

N
eedham
,
S
cien
ce
an
d
C
ivilization
in
C
h
in
a
v.
5
:
11

(C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
P
ress,2008),pp.83-114.

(18
)

こ
の
重
�
な
問
題
に
關
す
る
豫
備
�
な
硏
究
は
︑
M
inku
K
im
,

“T
he
G
enesis
of
Im
age
W
orship
:
E
pigraphic
E
vidence
for

E
arly
B
uddhist
A
rt
in
C
hina,”
P
hD
.dissertation
(U
niversity
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of
C
alifornia,L
os
A
ngeles),2011
に
見
え
る
︒

(19
)

加
�
繁
﹃
荏
Ú
經
濟
"
考
證
﹄
上

(東
京
︑
東
洋
�
庫
︑
一
九
五

二
)︑
同
﹃
中
國
貨
�
"
硏
究
﹄
(東
京
︑
東
洋
�
庫
︑
一
九
九
一
)︒

こ
の
&
見
は
︑
關
野
雄
が
﹃
中
國
考
古
學
硏
究
﹄
(東
京
︑
東
京
大
學

東
洋
�
2
硏
究
&
︑
一
九
五
六
)
に
お
い
て
考
古
學
�
に
�
j
し
て
い

る
︒
同
﹃
中
國
考
古
學
論
考
﹄
(東
京
︑
同
成
社
︑
二
〇
〇
五
)
を
も

見
よ
︒

(20
)

A
nthony
B
arbieri-L
ow
の
秀
逸
な
著
作

A
rtisan
s
in
E
arly

Im
perial
C
h
in
a
(Seattle
:
U
niversity
of
W
ashington
P
ress,

2007)
は
工
�
組
織
の
歷
"
に
お
け
る
よ
り
後
の
段
階
を
描
い
て
い
る
︒

(21
)

考
古
學
�
發
見
と
銘
�
か
ら
當
該
時
代
の
地
域
�
な
社
會
組
織

(Z

に
農
村
レ
ヴ
ェ
ル
)
の
諸
局
面
を
復
元
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
は
︑

俞
洩
超
﹃
中
國
古
代
公
社
組
織
�
考
察
：
論
先
秦
兩
漢
�
“
單−

僤−

彈
”﹄
(
北
京
︑
�
物
出
版
社
︑
一
九
八
八
︒
日
本
語
版
﹃
中
國
古
代
の

社
會
と
集
團
﹄
﹇
東
京
︑
雄
山
閣
︑
一
九
九
四
﹈)
を
見
よ
︒
示
唆
�
で

は
あ
る
が
︑
兪
の
結
論
は
�
面
�
に
は
'
容
さ
れ
て
い
な
い
︒

(22
)

王
恩
田
﹃
陶
�
圖
錄
﹄
(濟
南
︑
齊
魯
書
社
︑
二
〇
〇
六
)︒
秦
に
つ

い
て
は
︑
袁
仲
一
・
劉
鈺
﹃
秦
陶
�
怨

﹄
(北
京
︑
�
物
出
版
社
︑

二
〇
〇
九
)
を
見
よ
︒

(吉
本

p
�

譯
)

二
〇
一
一
年
一
一
�

東
京

汲
古
書
院

Ａ
五
g

六+

四
七
二
頁

一
五
〇
〇
〇
圓+

稅
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