
◎
論

説

中
国
古
典
思
想

・文
学

古
典

に
お
け
る
字
体

の
や
く
わ
り

『尚
書
』
隷
古
定
字
の
か
た
る
も
の

木

島

史

雄

・
・
…

は
じ
め
に

古
典
と

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

文
章

の
作
成
や
提
示
に

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
た
。私
自
身

の
こ
と
を
振
り
返

っ

て
み
れ
ば

、学
部

の
卒
業
論
文
は
原
稿
用
紙
に
手
書
き
で
あ

っ
た
が
、

修
士
論
文

は
ワ
ー
ド
プ

ロ
セ

ッ
サ
専
用
機
を
用
い
、
そ
し
て
こ
の
原

稿
は
パ
ー

ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
の
ワ
ー
ド
プ

ロ
セ
ッ
サ
ソ
フ
ト
を

用

い
て

つ
づ

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
文
章
作
成
、
そ
し
て

コ
ン

ピ

ュ
ー
タ
と
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
以
降
は
、
文
章
提
示
の

方
式
も
が
う

つ
り
か
わ

っ
て
く
る
中
で
、
文
章
の
様
態

へ
の
関
心
が

高

ま

っ

て
き

た

。

少

な

く

と

も
私

は

、

テ

キ

ス
ト

フ

ァ
イ

ル
、

コ
ー

ド

、

フ

ォ

ン
ト

、

外

字

と

い

っ
た

コ
ン

ピ

ュ
ー

タ

に
関

わ

る
概

念

に

接

す

る

こ
と

で
、
文

章

の
様

態

へ
の
関

心

を

掻

き
立

て
ら

れ

て

き

た

。

本

稿

で

は
、

そ

れ

ら

の
文

章

に

関

わ

る
諸

概

念

の
う

ち

の
、

文

字

の

ムロ
　

「字
体
」
が
も
つ
機
能
を
考
え
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
中
国
の
古
典

の

一
つ
で
あ
る

『尚
書
』
と
い
う
書
物
を
取
り
上
げ
、
唐
時
代
に
お

け
る
そ
の
姿

の
変
化
を
た
ど
る
と
と
も
に
、
そ

の
変
容
が
、
古
典
学

の
み
な
ら
ず
、
広
く
文
化
現
象
全
体
に
影
響
を
あ
た
え
、
あ
る
い
は

そ
の
反
映
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を

と
お
し
て
字
体

に
つ
い
て
の
思
考

を
深
め
て

み
た
い
と
考
え
て
い

る
。『尚

書
』
は
、
後
に
な
る
と

「書
経
」
と
も
よ
ば
れ
る
古
典

で
あ
る

が
、
印
刷
が
普
及
す
る
以
前
、
中
国

・
唐
時
代
中
ご
ろ
の
天
宝
年
間
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に
使
用
字

体
が
改
変
さ
れ
る
ま
で
、
こ
と
さ
ら
に
古
め
か
し
い
字
体　　

で
し
る
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
古
い
字
体
を
意
味
す
る
「古

ぶ
ん文

」

の
名

を
冠
し
て

「古
文
尚
書
」
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
天
宝

の
改
字
ま

で
流
布
し
て
い
た
、
古
い
字
体
を
持

つ

「古
文
尚
書
」
を

と
く
に

「隷
古
定
尚
書
」
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
特
殊
な
古

い
文

字
を

「隷

古
定
字
」
と

い
う
。
そ
の

「隷
古
定
字
」
で
記
さ
れ
て
き

た

『尚
書

』
の
文
字
が
、
唐

・
玄
宗
皇
帝

の
命

で
、
楷
書
体
に
書
き

　　
　

か
え
ら
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
事
実

・
現
象
を

い
か
に
捉
え
る

ムヨ
　

か
、
そ
れ
が
本
稿

の
具
体
的
な
主
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究

こ
れ
ま

で
の

『尚
書
』
研
究
は
、
二
つ
の
思
考

ゆ
え
に
、
こ
の
天

宝
年
間
の
文
字
改
変
と

い
う
現
象
を
十
分
に
考
察
し
、
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
第

一
の
思
考
は
、
書
物

に
接
す
る
際
、
何
を
措

い
て
も
ま
ず

考
え
る
べ
く
、
か
つ
そ
れ
で
十
分
な
の
は
、
書
物

の
内
容

で
あ
る
と

考
え
ら
れ

て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
思
想
に
せ
よ
、
文
学
に
せ
よ
、
そ

れ
ら
が
研
究
す
る
の
は
、
構
造
や
表
現
を
も
含
め
て
、
書
物

の
内
容

あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
視
点
に
た
て

ば
、
書
物

の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
文
字
字
体
は
、
内
容
に
付
随
す
る

ご
く
些
細

な
現
象
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
天
宝
年
間

の
文
字
改
変
も
、

内
容

に
関

わ
ら
ぬ
限
り
、
お
お
き
く
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ

た
。

二
つ
め
は
、
積
極
的
に
こ
の
文
字

の
書
き
換
え
現
象
に
注
目
す
る

の
だ
が
、
そ
れ
を

『尚
書
』
と

い
う
古
典
の
、
堕
落

・
崩
壊

の
過
程

と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
書
物
、
と
り
わ

け
古
典
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
書
物
は
、
成
立

の
時
点
に
最
も
価
値
が

高
く
、
そ
れ
以
後
は
テ
ク
ス
ト
の
混
乱
や
、
解
釈

の
齪
酷

の
た
め
に
、

著
者

で
あ
る
聖
人
、
賢
者
、
大
作
家

の
意
図

か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
て

ゆ
く
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
経
典
に
お
い
て
最
も
顕

著
な
思
考
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
も
と
も
と
超
越
的
、
も
し
く
は
教

祖
的
な
も

の
へ
の
絶
対
的

な
服
従

が
さ
し
て
強
力
に
求
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
書
物
を
例

に
と
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
い
わ
ゆ
る

『
コ
ー

ラ
ン
』
、

ユ
ダ
ヤ
教

・
キ
リ
ス
ト
教

の
聖
書
と

ち
が

っ
て
、

「儒
」

の

創
始
者
11
孔
子
の
言
行
録
で
あ
る

『論
語
』
は
、
「儒
」

へ
の
入
門
書

で
は
あ
っ
て
も
、
最
高
至
尊

の
宗
教
経
典
と
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
儒
教
的
な
学
術
行
為

の
中

で
書
物
を
語
る
場
合
、

著
さ
れ
た
時
点

へ
湖
り
、
ま
た
そ
の
著
作
が
個

人
の
思
考
に
ほ
ん
と

う
に
還
元

で
き
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
も
な
し
に
、
想
定
さ

れ
た
原
著
者

の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
が
、
最
終
的
な
目
的
と
さ
れ

た
。
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立

つ
限
り
、
こ
こ
で
見
る
文
字
の
書
き
換

え
は
、
原
初

の
姿
か
ら
遠
ざ
か
る
営
み
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
後
述
す
る
よ
う
に

「書

の
七
厄
」、

つ
ま
り

『尚
書
』
伝
来
上

の
不
幸
な
事
件

の

一
つ
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

片
方
は
無
関
心
、
も
う

一
方
は
反
発
と
い
う
態
度
を
も

っ
て
こ
の

字
体
改
変
は
扱
わ
れ
、
積
極
的
に
そ
の
真
価
が
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
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少
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
現
代
に
お
い
て
経
書
あ
る
い
は

「古
典
」
は
、

か
つ
て
の
よ
う
な
堅
固
な
ま
と
ま
り
を
も
ち
え
な
く
な
っ
て
、
思
想

文
献
と
か
文
学
文
献

へ
と
分
類

・
解
体
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ

の

現
代
的
思
考
に
よ

っ
て
も
、
「字
体
」
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
理
論

や
方
法
を
、
わ
れ
わ
れ
は
持
ち
得
て
は
い
な
い
。
本
稿
は
そ
れ
を

い

さ
さ
か
な

り
と
も
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

用
語

と
分
析
手
段

本
論
に
入
る
前

に
、
本
稿
で
用

い
る
用
語
を
説
明
し
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

一
つ
は

「書
」
と

「本
」

の
使

い
分
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
中
国

学

の
伝
統
に
の
っ
と

っ
て
両
者
を
以
下

の

よ
う
に
区
別
す
る
。
「書
」
は
、
『歌
行
灯
』

『高
野
聖
』
な
ど
の
作
品
も
し
く
は
著
作
を

言
う
。
注
意
を
要
す
る
の
は
、
「書
」
は
、

現
実
態
を
含
ま
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。

一
方

「本
」
は
、
初
版
単
行
本
、
鏡
花
全

集
本
、
某
某
文
庫
本
と

い
っ
た

「書
」

の

現
実
態
を
い
う
。
「書
」
は
何
ら
か
の

「本
」

の
形
を
と
ら
な
い
と
こ
の
世
に
存
在

で
き

な
い
し
、

「書
」

の
な
い
と
こ
ろ
に

「本
」

は
成
り
立
た
な
い
。

つ
ま
り
、
書
棚

に
並

ん
で
い
る
文
字
を
載
せ
た
あ

の
紙
束

は
、

「本
」。
そ
し
て
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
理
解
し
た
も
の
、
そ
れ

が

「書
」
で
あ
る
。
「形
相
」
と

「質
料
」
に
類
比
で
き
よ
う
か
。
具

体
的
に
は
、

一
つ
の

「書
」
に
つ
い
て
、
出
版
者
に
注
目
し
て
汲
古

閣
本

・
院
元
本
、
シ
リ
ー
ズ
に
注
目
し
て
四
庫
全
書
本

・
十
三
経
注

疏
本
、
複
製
手
法
に
着
目
し
て
紗
本

・
印
刷
本

・
景
印
本
な
ど
と
使

わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は

「字
体
」
と

「テ
ク
ス
ト
」

の
区
別
で
あ
る
。
活
字

印
刷

の
場
合
、
た
と
え
ば

「當
」
と

い
う
文
字

に
注
目
し
て
み
る
と
、

明
朝
体
の

「當
」、
ゴ
シ
ッ
ク
体

の

「當
」、
行
書
体
の

「営
」
、
ま
た

新
字
体
の

「当
」
な
ど
が
あ
る
。

つ
ま
り
漢
字

の
主
要
な
要
素
で
あ

る
形

・
音

・
義
の
う
ち
、
音

・
義

に
つ
い
て
は
完
全
に
、
ま
た
形
に

つ
い
て
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実
体
と
し
て
現
れ

た
違
い
、
そ
し
て
そ
の
違

い
が
個
個
ば
ら
ば
ら
な

の
で
は
な
く
、
あ

る
系
統
性
を
持

っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
系
統

を

こ
こ
で
は

「字
体
」

と
い
う
こ
と
に
す
る
。
い
っ
ぽ
う

「テ
ク
ス
ト
」
は
、
明
朝
体
、
ゴ

シ
ッ
ク
体
な
ど
の
現
実
の

「あ
ら
わ
れ
」
を
超
え
て
、
そ
れ
ら
よ
り

も
も
う

一
段
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
、
姿
を
持
た
ず
、
「字
体
」
と
い
う
現

実
表
現
か
ら
離
れ
た
、
概
念
的
も
し
く
は
抽
象
的
な
も
の
を
い
う
。

具
体
例
を
挙
げ
れ
ば
、

桃
花
流
水

帆
花
疏
44

は
、
同
テ
ク
ス
ト
で
、
字
体
が
異
な
る
。

椛
花
尻
琳
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夏
膿
冬
扇

は
、
異
テ
ク
ス
ト
で
、
字
体
が
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「書
と
本
」
、
「テ
ク
ス
ト
と
字
体
」
の
ち
が
い
は
以
上
の
よ
う
で
あ

る
。
そ
し

て
こ
の
二
つ
の
述
語
の
組
み
合
わ
せ
が
同
じ
構
造
を
持

っ

て
い
る

こ
と
に
す
で
に
お
気
づ
き
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
区

別
は
、
本
稿
論
述

の
前
提
と
な
る
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
と
同
時
に
、

じ
つ
は
本

稿
が
用

い
る
最
も
有
効
な
分
析
手
段
で
も
あ
る
。
冒
頭
に

述
べ
た
よ

う
に
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
文
章
を
扱
う
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ
ら

の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
分
析
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ

と
が
鮮
明
に
な

っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
さ
ら
に
こ
の
区
別
を
整
理
し

て
、
「純
粋

テ
ク
ス
ト
媒
体
」
な
ら
び
に

「テ
ク
ス
ト
の
複
線
性
」
と

い
う
考
え
を
提
示
す
る
。

こ
の
二
つ
の
概
念

の
導
入
に
よ

っ
て
、
書

物
あ
る

い
は
テ
ク
ス
ト

の
歴
史
が
よ
り
見
通
し
よ
く
な
る
こ
と
を
予

測
し
て
い
る
。

隷
古
定
尚
書
と
は

隷
古
定
尚
書
の
伝
説

本
稿
で
主
な
考
察
対
象
と
す
る

「隷
古
定
尚
書
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
ず
そ
れ
を
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
「隷
古
定
尚
書
」
と
は
、
『尚
書
』

の
写

本

の
う
ち
、
「隷
古
定
字
」
と

い
う
字
体
で
記
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

で
は

「隷
古
定
字
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

「あ
る
種
特
異
な
点
画
構
成
を
隷
書
の
筆
法
で
書
き
写
し
た
も
の
」
と

一
応
は
定
義

で
き
る
。
し
か
し
そ
う
記
し
た

と
こ
ろ
で
説
明
は
十
分

で
は
な
い
。
「隷
古
定
字
」
は
主
に

「隷
古
定
尚
書
」
の
書
写
に
の
み

用
い
ら
れ
る
文
字

で
あ
る
か
ら
、
「字
体
」
と

「書
」
を

一
体

の
も
の

と
し
て
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
か

つ
そ

の
必
要
が
あ
る
。
そ

し
て

「隷
古
定
尚
書
」
に
つ
い
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
来
歴

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
以
下

の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

秦
の
始
皇
帝
に
よ

っ
て
焚
書
が
行
な
わ
れ
た
と
き
、
『尚
書
』
も
焚

書
に
遭
い
、
こ
の
世
に
存
在
し
な
く
な

っ
た
。
そ
し
て
、
秦
滅
亡
後
、

こ
の
書
物
は
二
つ
の
手
法
で
復
活
さ
れ
た
。

一
つ
は
秦

の
時
代
に
博

士

で
あ

っ
た
伏
生
と
い
う
老
人
が
、
暗
記
し

て
い
た
テ
ク
ス
ト
を
口

述
し
、
そ
れ
を
書
き
取
ら
せ
た
。
こ
れ
は
当

時
通
行

の
文
字
体
で
書

き
ん
ぶ
ん

き
記
さ
れ
た
の
で

「現
今
通
行
文
字
の
尚
書

」
す
な
わ
ち

「今
文
尚

書
」
と
よ
ば
れ
る
。
も
う

一
つ
は
、
漢
時
代

に
な

っ
て
、
孔
子
の
旧

宅
を
壊
し
た
と
き
、
そ
の
壁

の
中
か
ら
、
焚
書
以
前
の
姿
を
と
ど
め

る

『尚
書
』
が
見

つ
か

っ
た
。
古
い
文
字
体

で
記
さ
れ
て
い
た
た
め
、

さ
き
の

「今
文
尚
書
」
に
対
し
て
こ
ち
ら
は

「古

い
文
字

の
尚
書
」

こ

ぶ
ん

11
「古
文
尚
書
」
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
壁
中
か
ら
出
た

「古
文
尚
書
」

を
孔
子

の
子
孫
で
あ
る
孔
安
国
な
る
人
物
が
読
釈
し
て
本
文
を
定

め

て
注
釈

(11
孔
安
国
伝
)
を
書
き
、
宮
廷
図
書
館
に
納
め
た
。

こ
れ

が

『尚
書
』

の
来
歴
に
つ
い
て
の
伝
承
で
あ

る
。
す
な
わ
ち

「古
文

尚
書
」
は
、
焚
書
以
前

の
テ
ク
ス
ト
を
伝
え
る
と
同
時

に
、
秦
に
よ

っ
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て
字
体
が
築
書
に
統

一
さ
れ
る
以
前

の
古

い
字
体
を
も
保
存

し
て
い

る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た

「今
文
尚
書
」
と

「古
文
尚
書
」

の

あ
い
だ
に
は
篇
数

の
違

い
も
あ

る
。
資
料

に
よ

っ
て
記
事
が
異
な
り

極
め
て
錯
綜
し
て
い
る
が
、
篇
数
は
両
者
共
通
の
章
よ
り
も

「古
文

尚
書
」
の
ほ
う
が

一
六
も
し
く

は
二
五
篇
多

い
。

以
上
が
漢
代
ま

で
の

『尚
書
』
の
来
歴
に

つ
い
て
の
一
般
的
な
伝

承

・
評
価

で
あ
る
。
現
在

で
は
訂
正
を
要
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で

『尚
書
』
に
は

「今
文
尚
書
」
と

「古
文
尚
書
」

の
二
つ
が
存
在
す
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
元
来
は
使

用
文
字
体

の
違

い
で
あ

っ
た
今
文

・
古
文
は
、
語
義
が
発
展
し
て
、

テ
ク
ス
ト
の
来
歴
、
系
統
を
も
示
す
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
時
代

が
下

っ
て
漢
魏
時
代
に
通
行
し
て
い
た

『尚
書
』

の
姿
は
、
烹
平
石

経
と
正
始
石
経
と
い
う
二
種
類

の
石
経
、
す
な
わ
ち

『尚
書
』
の
テ

ク
ス
ト
を
石
碑
に
刻
ん
だ
も
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
後
漢

の
末
期

に
建
立
さ
れ
た
烹
平
石
経

は

「今
文
尚
書
」
の
系
統
で
あ
り
、
三
国
・

魏

の
正
始
年
間

に
建
立
さ
れ
た
正
始
石
経
は

「古
文
尚
書
」
の
系
統

に
属
す
。

と
こ
ろ
が
正
始
石
経
は
建
立
直
後
に
破
壊
さ
れ
、
ま
た
西

晋
末

の
混
乱

(永
嘉

の
乱
)

の
際
、
多
く
の
書
物
と
と
も
に

「古
文

尚
書
」
も
、
そ
れ
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
本
を
失

っ
た
。
秦
の
焚
書

に
つ
づ

い
て
こ
こ
で
ふ
た
た
び

『尚
書
』

の
伝
来
が
途
絶
え
た

の
で

あ
る
。

ば
い
さ
く

そ
の
後
東
晋
時
代
に
な

っ
て
、
梅
蹟
と
い
う
人
物
に
よ

っ
て

「古

文
尚
書
」
が
再
発
見
さ
れ
、
世

の
中
に
流
布
す

る
こ
と
に
な

っ
た
が
、

発
見
さ
れ
た
際
、
そ
の

「古
文
尚
書
」
は
古

い
字
体
で
記
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
が

「隷
古
定
尚
書
」
で
あ
る
。

つ
ま
り

「隷
古
定
尚
書
」

は
、
東
晋
時
代
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
流
布
し
た
、
比
較
的
新
し
い
『尚

書
』
で
あ
る
。
じ

つ
は
こ
の
梅
蹟
本
が
、
漢

以
前

の

「古
文
尚
書
」

が
直
接
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
作
為
的

に
再
構
成
さ
れ
た
も

の

で
あ
り
、
さ
ら
に
漢

の
孔
安
国
作
と
さ
れ
る
注
釈
が
実
は
作
者
を
孔

安
国
に
仮
託
し
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
、
現
在

で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
古

い
文
字

で
記
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
効
を
奏
し
て
、

こ
の
本
は
主

要
な
る

『尚
書
』

の
地

位
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
唐
初
、
基
準
解
釈

を
提
示
す
る
た
め
に
国

家
に
よ

っ
て
編
ま
れ
た

「五
経
正
義
」
と
い
う
解
釈
書

で
は
、

こ
の

梅
蹟
本
が
底
本
と
し
て
採
用
さ
れ
て
、

一
挙

に
正
統
テ
ク
ス
ト
の
地

位
を
獲
得
し
た
。
本
稿
で
考
察

の
対
象
と
す

る
唐
代
に
あ

っ
て
、

こ

の

「隷
古
定
尚
書
」
が
正
統

・
基
準
テ
ク
ス
ト
と
し
て
認
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
ま
ず
は
確
認
し
て
お
こ
う
。

以
上

の
よ
う
な
来
歴
認
識
を
背
負

い
つ
つ
、

こ
の

『尚
書
』

は
、

楷
書
化
な
ど
の
改
変
を
う
け
て
ゆ
く

の
で
あ

る
。
清
代
の
代
表
的
な

学
者
段
玉
裁
は
、
原
本
が
損
な
わ
れ
て
い
く
と

い
う
価
値
観
で
、
『尚

書
』
の
歴
史
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

・
乃
成
序
日
、
経
惟

『尚
書
』
最
尊
、
『尚

書
』
之
離
屠
最
甚
。
秦

之
火
、

一
也
。
漢
博
士
之
抑
古
文
、
二
也
。
馬
鄭
不
注
古
文
逸

篇
、
三
也
。
魏
晋
之
有
偽
古
文
、
四
也
。
唐
正
義
不
用
馬
鄭
用
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偽
孔
、
五
也
。
天
宝
之
改
字
、
六
也
。
宋
開
宝
之
改
釈
文
、
七

也
。
七
者
備
、
而
古
文
幾
亡
　
。
(『古
文
尚
書
撰
異
』
序
)

解
き
ほ
ぐ

せ
ば
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

・
経
書

の
中

で

『尚
書
』
の
価
値

は
最
も
高

い
が
、
受
け
た
災
厄

も
最
も
甚
だ
し
い
。

つ
ま
り
以
下
の
七

つ
で
あ
る
。

・
秦
之
火
、

一
也
。
…
秦
の
焚
書

に
よ

っ
て
、
『尚
書
』
の
伝
本

が
失
わ
れ
た
。

・
漢

博
士
之
抑
古
文
、
二
也
。
…
漢
の
博
士
が
、
「今
文
尚
書
」

を
基
礎
テ
ク
ス
ト
に
指
定
し
、
「古
文
尚
書
」
に
目
を
向
け
な

か

っ
た
。

・
馬
鄭
不
注
古
文
逸
篇
、
三
也
。
…
後
漢
時
代
の
最
も
優
れ
た

学

者

で
あ
り
、
後
世

へ
の
影
響

の
大
き

い
馬
融
/
鄭
玄
が
、

依

拠
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て

「古
文
尚
書
」
を
基
本
的

に
採

用
し
た
も
の
の
、
「今
文
尚
書
」
に
も
共
通
し
て
存
在
す
る
篇

章

だ
け
に
注
釈

し
、
「古
文
尚
書
」
全
体
に
注
釈
を
加
え
な

か

っ
た
。

・
魏
晋
之
有
偽
古
文
、
四
也
。
…
東
晋
時
代
に
梅
願
に
よ

っ
て
、

孔
安
国
の
も
の
と
称
す
る
注
釈
が

つ
い
た

『尚
書
』、
す
な
わ

ち

「偽
古
文
尚
書
」
が
、
世

に
送
り
出
さ
れ
た
。

・
唐
正
義
不
用
馬
鄭
用
偽
孔
、
五
也
。
…
唐
初
、
「五
経
正
義
」

が
作
成
さ
れ
る
際
に
、
底
本
と
し
て
馬
融
/
鄭
玄
の
注
釈
し

た
本

で
は
な
く
、
梅
願
に
よ
る
偽
古
文
本
が
採
用
さ
れ
た
。

・
天
宝
之
改
字
、
六
也
。
…
天
宝
年
間
に
、
そ
れ
ま
で

「隷
古

定
字
」
で
書
き
伝
え
ら
れ
て
い
た
テ
ク
ス
ト
が
、
楷
書
に
書

き
改
め
ら
れ
た
。

・
宋
開
宝
之
改
釈
文
、
七
也
。
宋

の
開

宝
年
間
に
、
そ
れ
ま
で

「隷
古
定
字
」
を
伝
え

て
い
た

『尚
書
』
釈
文
も
楷
書
体
に
書

き
改
め
ら
れ
た
。

つ
ま
り

「隷
古
定
字
」
は
、
段
玉
裁
の
見
解

で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

姿
を
と
ど
め
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
よ

っ
て

『尚
書
』
は
更

に
原
初

の
形
か
ら
離
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
と

こ
ろ
で
研
究
の
進
展
に
よ

っ
て
、
先

に
記
し
た
伝
承
に
聯
か

訂
正
が
必
要
と
な

っ
た
。

一
つ
目
は
、
上
に
も
簡
単

に
記
し
た
が
、

段
玉
裁
が
す

で
に

「偽
古
文
」

「偽
孔
伝
」
と
明
記
し
て
い
る
よ
う

に
、
梅
願
が
献
上
し
た
本
は
偽
作
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
前
漢
の

孔
安
国
の
旧
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
つ

目
は
、
秦
が
焚
書
を
行
な

っ
た
の
は
民
間

の
書
物
だ
け
で
あ

っ
て
、

宮
廷
が
所
蔵
す
る
書
物
は
そ
の
災

い
を
罹
ら
な
か
っ
た
、
し
た
が

っ

て
伏
生
が
『尚
書
』
を
暗
記
し
た
こ
と
も
、
口
授
し
た
こ
と
も
な
か

っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
現
在

の
認
識
は
天
宝
時
代

の

改
字
者
た
ち

の
意
識

に
は
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は

こ
れ
以
上
深
く
記
さ
な
い
。

古
字
と
俗
字

さ
て
以
上
の
よ
う
に
錯
綜
し
て
い
る

『尚
書
』
の
歴
史
で
あ
る
が
、

近
年

の
研
究
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
認
識

を
も
う

一
歩
進

め
る
こ
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と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
「隷
古
定
尚
書
」
中

の
特
異
な
構
成
を
も
つ

文
字
に
俗
字

の
混
入
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
は

「隷
古
定

ム　
　

字
」
の
す

べ
て
が
、
由
緒
正
し

い

「古
文
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
以
下

の
三
つ
の
事
柄

に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
正
始
石
経
と
の
比
較
で
あ
る
。
孔
安
国
が
宮
廷
図
書
館

に
献
じ
て
以
来
、
後
漢
時
代
に
行
な
わ
れ
て
い
た

「古
文
尚
書
」
は
、

晋
を
東
遷

せ
し
め
る
こ
と
と
な

っ
た
永
嘉
の
乱
に
失
わ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
失

わ
れ
る
以
前
に
正
始
石
経
と
い
う
か
た
ち
で
保
存
さ
れ
て

い
た
。
そ

の
正
始
石
経
も
、
建
立
直
後

に
お
お
く
破
壊
さ
れ
散
逸
し

ムら
　

た
が
、
今
世
紀
初
頭
、
そ
の
断
片
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
断
片
か
ら

わ
れ
わ
れ
は
、
三
国
時
代

の
正
統
テ
ク
ス
ト
と
字
体
を
知

る
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
正
始
石
経
は
、
三
体
石
経
と
も
呼

ば
れ
る
よ
う
に
、
古
文

・
築
書

・
隷
書

の
三

つ
の
字
体

で
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
現
在

「隷
古
定
字
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
て

い
る
文
字

の
中

に
、
魏

の
時
代

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
含
ま

れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

第

二
は
、
『顔
氏
家
訓
』

(北
朝

・
北
斉
、
顔
之
推
撰
)
や

『経
典正始石経「春」字

釈
文
』
(南
朝

・陳
、
陸
徳
明
撰
)
な
ど
の
文
献

の
中

で
、
当
時
横
行

の
俗
字
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
文
字
が
隷
古
定
尚
書
の
中
に
認
め

ら
れ
る
と
い
う
事
実

で
あ
る
。

第
三
に
、
「尚
書
釈
文
」
と

の
比
較
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
敦
煙
将

来

の
ペ
リ
オ
本

『尚
書
釈
文
』
P
三
三

一
五

で
は

「古
の
某
字
」
な

ど
と

い
う
よ
う
に
古

い
来
歴

を
持

つ
文
字

の
指
摘

が
な
さ
れ

て
い

る
。

こ
こ
に
指
摘

の
な
い
も
の
の
い
く
ら
か
は
、
南
朝

・
陳

の
都
で

流
布
し
て
い
た
本
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

ム　
　

れ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
在
我
々
は
、
「隷
古
定
尚
書
」
の

特
異
な
点
画
構
成

の
字

に
は
、
秦
以
前
の
古
文

に
来
歴
す
る
由
緒
正

し
い

「古
文
」
と

「俗
字
」
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
た
と

い

「隷
古
定
尚
書
」

に
見
慣
れ
ぬ
文
字
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
秦

以
前

の
古
文

の
伝
統

に
湖

る
も

の
と
考

え

て
は

い
け
な

い
。
す
な
わ
ち
段
玉
裁
は
、
『尚
書
』
の
こ
う
む

っ
た
厄
の
八

つ
目
と

し
て
、
写
紗

の
間
に
お
け
る
俗
字

の
混
入
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ

っ

た
。こ

の
よ
う
な

「隷
古
定
尚
書
」
の
特
性
を
理
解
し
た
う
え
で
、
「隷

古
定
字
」

の
楷
書

へ
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
検
証
を
進
め
よ
う
。
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二

天
宝
の
『尚
書
』
文
字
改
変

改
字
の
詔

天
宝

三
歳

(七
四
四
)
七
月
、
『尚
書
』
の
文
字
を
楷
書
化
す
る
よ

う
に
と

の
詔
が
出
さ
れ
た
。

・
(天
宝
)
三
歳
七
月
詔
し
て
曰
は
く

「朕

欽
み
て
載
籍
を
惟

ひ
、
墳
典
を
討
論
す
る
に
、
以
為

へ
ら
く
先
王
の
令
範
は
、
唐

ま
こ
と

虞

を
越

ゆ
る
莫
し
。
上
古

の
遺
書
は
、
窟
に
訓
諾

に
称
ふ
。
百

篇

の
奥
義
は
前
代
に
或

い
は
亡
ぶ
と
い
え
ど
も
、
而
れ
ど
も
六

体

の
奇
文
は
、
旧
規
猶
ほ
在
り
。
但
だ
古
先

の
制
す
る
所
、
当

い
よ

う
た

今

に
異
る
有
り
、
伝
写
し
て
浸
い
よ
誰
す
る
を
以

つ
て
、
転
た

後
学

を
疑
は
し
む
。
永
言
刊
革
は
、
必
ず
宜
し
き
に
従
ふ
に
在

り
。
尚
書
は
応

に
是
れ
古
体
文
字
な
る
べ
き
も
、
並
び
に
今
文

そ

に
依

り
、
繕
写
し

て
施
行
せ
よ
。
典
護
の
古
訓

に
乖
む
く
無
か

ね
が

し
た
が

れ
。
庶

は
く
は
簡
易
に
遵
ひ
て
、
将
来
に
盆
有
ら
む
こ
と
を
。

な

　フ
　

其

の
旧
本
は
勿

ほ
書
府
に
蔵
せ
」
と
。

・
今
文
尚
書
十
三
巻
…
～
天
宝
三
歳
、
又
た
集
賢
学
士
衛
包
に
詔

　　
　

し

て
古
文
を
改

め
て
今
文
に
従
は
し
む
。

ま
と
め
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

・
隷
古
定
字

が
、
古

の
規
格
を
保
存
し
て
い
る
と
い
う
価
値
は
認

め

る
。

・
し
か
し
二
つ
の
理
由
か
ら
そ
れ
を
今
字

に
書
き
換
え
よ
。
そ
の

二
つ
の
理
由
と
は
、

・
古
代
人
の
制
定
し
た
も

の
が
現
代
人
に
そ
ぐ
わ
な
く
な

っ

た
こ
と

・
伝
写

の
間
に
間
違

い
が
含
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

・
『尚
書
』
は
古
体
文
字

で
記
す

の
が
本
来

で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て

今
体
文
字

で
記
す
も

の
も
作
成
し
普
及
さ
せ
よ
。

・
簡
易
に
遵
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
将
来

に
利
盆
が
あ
ら
む
事
を
期

待
す
る
。

こ
の
措
置
が
施
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
、
上
述

し
た
よ
う
な

「古
文
尚

書
」
の
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
字
体
に

つ
い
て
の
複
雑
な
伝
来

の
問
題
が

知
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は

「隷
古
定
字
」

の
価

値
を
認
定
し
、
改
字
前

の
も
の
も
な
お
書
庫
に
保
存
す
る
措
置
を
取

っ

た
う
え
で
、
「繕
写
し
て
施
行
す
る
」
も

の
に
今
字
す
な
わ
ち
楷
書
を

用
い
よ
と
、
用
途
ご
と
に
異
な
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。

玄
宗
の
こ
の
詔
は
、
学
術
行
為
と
啓
蒙
普

及
と
い
う
用
途
の
違

い

に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
よ
り
適
切
な
ス
タ
イ
ル
の
本
を
用
い
よ
と

い
う
の
で
あ

っ
て
、
け

っ
し
て
学
術
目
的

の
隷
古
定
字

の
保
存

・
研

究
を
破
棄
し
た
わ
け
で
は
な

い
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
詔
は
新
た
に
書
物

の
普
及

(
こ
こ
で
は
繕
写
、
施
行
と
記
さ
れ

る
)
と
い
う
視
点
を
公
式
に
導
入
し
て
、
研
究
と
普
及
を
区
別
す
る
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見
識
を
持

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
は
、

「隷
古
定
字
」

と

い
う
読
釈
に
困
難
な
文
字

が
使
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
『尚
書
』
に

携
わ
る
も

の
は
、
研
究
者

で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
少
な
く
と

も
研
究
史

を
理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
措
置

に
よ

っ
て
、
『尚
書
』
は
、

一
般
読
者
が
普
通
に
扱

い
う
る
書

に
な

っ

た
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
は
読
書
人

の
増
大
と
と
も
に
、
科
挙
と
い
う

試
験
制
度

の
確
立
も
大
き
く
関
係
し
て
い
よ
う
。

純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

さ
て
書

き
換
え
ら
れ
た
後

の
字
体

の
性
質
に

つ
い
て
、
も
う
少
し

考
察
を
加

え
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
簡
単
に

「今
文
」
と
の
み
あ
る

が
、

「繕

写
」
「簡
易
」
と
の
つ
な
が
り
を
も

っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
詔

の
中

で
用
い
ら
れ
た

「今
文
」
と

い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
字

体
が
簡
易

で
繕
写
に
向
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の

「今
文
」
は
テ
ク
ス
ト
の
伝
来
系
統

を
示
す
も

の
で
は
な
く
、
字
体
、
具
体
的
に
は
楷
書
体
に
書
き
換
え

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
学
派
や
学
説
と
連
動
す
る
意
味
で

こ
の

「今
文
」
「古
文
」
と

い
う
こ
と
ば

が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な

い
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
で

「今
文
」

「古
文
」
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
こ
れ

は
す
な
わ
ち
詔
の
意
思
と
し
て
は
、
「古
文
」
字
体
を

「楷
書
と
い
う

特
定

の
字
体
」
に
書
き
換
え
た
の
で
は
な
く
、
「現
今
通
行
の
文
字
」

に
書
き
換

え
る
と

い
う
認
識

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま

り
楷
書
や
隷
書
や
隷
古
定
な
ど
と
い
っ
た
字
体
と

い
う
範
疇
内

で
の

相
互

の
書
き
換
え
で
は
な
く
、
「古
め
か
し

い
面
倒
な
字
体
」
か
ら

「通
行
体
開
普
通

の
字
体
」
へ
の
書
き
換
え
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
そ

し
て
そ
の
普
通
の
字
体
と
い
う
の
が

「字
体

と
し
て
こ
と
さ
ら
の
も

の
で
な
い
こ
と
」
に
主
眼
が
あ
る
と
す
れ
ば

、

こ
の
改
字
措
置
は
、

『尚
書
』
と
い
う
著
作
が
、
つ
ね
に
字
体
を
も
含
む
様
態
か
ら
、
字
体

を
ふ
く
ま
ぬ
抽
象
的
な
「テ
ク
ス
ト
」
へ
と
移

行
し
た
こ
と
を
物
語

っ

て
い
る
。
『尚
書
』
が
、
「テ
ク
ス
ト
」
も
し
く
は

「書
」
と
し
て
扱

い
得
る
こ
と
に
な

っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で

『尚

書
』
は

「隷
古
定
字
」

か
ら

「楷
書
」
に
単
純
に
書
き
換
え
ら
れ
た

の
で
は
な
く
、
字
体
と

い
う
要
素
を
抜
け
落
と
し
て
、
純
粋
な
テ
ク

ス
ト

へ
と
移
行
し
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
新
た
に
用
い
ら
れ
た

「楷

書
」
と
い
う
字
体
は
、

「象
書
」
「隷
書
」

「草
書
」

「行
書
」
な
ど
と
並
列
す
べ
き
字
体
で
は

な
く
、
情
報
を
伝
達
す
る
と
き
に
最
も
純
粋

・
透
明
に
テ
ク
ス
ト
を

載
せ
う
る
媒
体
を
意
味
す
る
と
言

っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
の
今

文

11
楷
書

は
、
字
体
な
ら
ざ
る
字
体
、
透
明
な
脱
字
体
化
し
た
字
体

な
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は
こ
の
よ
う
な
脱
字
体
化

し
た
字
体
を

「純

粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
は
、
こ
の
時

点
に
い
た

っ
て
全
く
初

め
て
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
で
記
さ
れ
た

『尚

書
』
が
出
現
し
た
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
じ

つ
は
ず

っ

と
早
く
か
ら
脱
字
体
化
さ
れ
た

『尚
書
』
は
存
在
し
て
い
た
。
伝
承

に
従
え
ぼ
、
ま
ず
伏
生

の
口
伝
え
を
筆
記
記

録
し
た

「今
文
尚
書
」
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は
す
べ
て
、
隷
書
と
い
う
当
時
最
新

の
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
記
さ

れ
て
い
た
。

い
っ
ぽ
う

「古
文
尚
書
」
も
、
こ
と
さ
ら
に

「隷
古
定

尚
書
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
以
外
は
、
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
記
さ
れ

て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
孔
安
国
が
今
字
を
も

つ
て
之
を
読
ん

だ
と
い
う
今
字
11
隷
書

こ
そ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
当
時
の
純
粋

テ
ク
ス

ト
媒
体
で
あ
り
、
馬
融
や
鄭
玄
が
注
を
施
し
た
テ
ク
ス
ト
も
、
同
様

に
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た

だ
時
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
時
々
の
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
が
、
隷
書

か
ら
楷
書

に
変
化
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。

本
章

で
は
天
宝
改
字

の
目
的
が
、

一
つ
の
字
体
で
あ
る

「楷
書
」

に
置
き
換

え
る
こ
と
に
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
字
体
と

い
う
ノ
イ
ズ

を
削
ぎ
落
と
し
て
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

へ
転
換
す
る
こ
と
で
あ

っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
た
。
以
上

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
、
問
題
は

む
し
ろ
、
な
ぜ

『尚
書
』
だ
け
が
こ
の
時
期
ま
で
古
体
文
字
を
伝
存

し
て
き
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
く
る
。
章
を
改
め
て
考
察

を
進
め
よ
う
。

三

古
体
文
字
で
記
さ
れ
る
こ
と
の
意
味

な
ぜ

『尚
書
』
だ
け
が

こ
の
時
期
ま
で
古
体
文
字
を
伝
存
し
て
き

た
の
か
。
そ
れ
は
、

テ
ク
ス
ト
を
純
粋
に
、
透
明
に
伝
達
す
る
こ
と

以
外
の
機
能
が
使
用
文
字
に
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
そ

の
機
能
と

は
、
「古
文
」
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は

「古

文
」
と
い
う
来
歴
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先

に
も
記
し
た
よ
う
に
、
「古
文
尚
書
」
と

い
う
名
前
は
、
「古
文
」

で
記
さ
れ
た

「尚
書
」
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
そ
れ
は

「今
文
」
す

な
わ
ち
漢
代
の
通
行

の
文
字
で
記
さ
れ
た

「今
文
尚
書
」
と

の
対
比

を

こ
と
さ
ら
に
示
そ
う
と
す
る
名
称

で
あ
る
。
し
か
し
詳
細
に
検
討

し
て
み
る
と
、
事
は
こ
の
よ
う
な
今
文

・
古

文
の
単
純
な
対
比
で
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
「古
文
尚
書
」
を
世
に
出
し
た
当
事
者

で

あ
る
孔
安
国
か
ら
あ
ま
り
時
を
隔
て
な

い
資
料

で
あ
る

『史
記
』
『漢

書
』

に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

・
『史
記
』
巻

一
二

一

儒
林
列
伝

孔
氏
有
古
文
尚
書
、
而
安
国
以
今
文
読
之
。

・
『漢
書
』
巻
八
八

儒
林
伝
、
孔
安
国

孔
氏
有
古
文
尚
書
、
孔
安
国
以
今
文
字
読
之
。

両
書
と
も
、
孔
安
国
が

「今
文

(字
)
を
以

つ
て
之
を
読
」
ん
だ
と

い
う
。
主
意
は
、
「古
文
尚
書
」
を
今
文
字
、
つ
ま
り
当
時

の
純
粋
テ

ク
ス
ト
媒
体
で
あ
る
隷
書
に
お
き
か
え
て
読
釈
し
た
こ
と
を
い
う
と

思
し
い
。

つ
ま
り
孔
安
国
の
や

っ
た
作
業
は
天
宝

の
改
字
と
同
じ
脱

字
体
化

で
あ
り
、
壁
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
直
後
に
早
く
も
今
文
字
に

置
き
換
え
ら
れ
た

「古
文
尚
書
」
が
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
い
っ

ぽ
う
、
壁
中
発
見
の
現
物

「古
文
尚
書
」
は
、
そ
の
後
所
在
が
不
明

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
時
点
で

「古
文
尚
書
」
は

「古
文

で
記

さ
れ
た
尚
書
」
か
ら
、
「古
文
系

の
尚
書
」
へ
と
変
質
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
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さ
て
つ
ぎ

に
東
晋
時
代
の
梅
蹟

に
よ
る
孔
安
国
伝

「古
文
尚
書
」

の
献
上
に
目
を
向
け
よ
う
。
こ
の
本
は
と
り
も
な
お
さ
ず
現
在
伝
来

す
る
隷
古

定
尚
書

の
祖
本
で
あ

る
が
、
こ
れ
が
孔
安
国

の
手
を

へ
た

も
の
で
な

い
こ
と
は
清
朝
以
来
、
断
案
と
な

っ
た
。
そ
し
て
こ
の

「偽

孔
伝
本
古

文
尚
書
」
に
は
、
こ
れ
も
孔
安
国

の
手
に
な
る
と
い
う

「尚

書
序
」
が

つ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

科
斗
書
廃
さ
れ
て
已
に
久
し
け
れ
ば
、
時
人
能
く
知
る
者
無
し
。

聞
く
所

・
伏
生

の
書
を
以

つ
て
文
義
を
考
論

し
、
其

の
知
る
可

き
者

を
定
め
て
、
隷
古
定
を
為
し
、
更
に
竹
簡
を
以

つ
て
之
を

写
す
。

こ
こ
で
は
じ
め
て

「隷
古
定
」
と

い
う
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
先

に
見
た
よ
う
に
、
書
き
換
え
後
の
文
字

に
つ
い
て

『史
記
』

『漢
書
』

は
、
「今
文
」
「今
文
字
」
と
し
る
し
て
い
た
。
と
す
る
と
す

ムユ

で
に
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の

「隷
古
定
」
は
、
梅
蹟
の
献

上
に
あ
た

っ
て
作
り
出
さ
れ
た
考
え
で
あ
り
、
名
称
で
あ
る
と
す
る

の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
「隷
古
定
」
と
は
、
梅
蹟
本

が
自
ら
の
来
歴
を

語
る
た
め
に
用

い
た
語
彙

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ

で
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
「古
文
」
は
、
前
漢
の
孔
安
国

の
時
点
で
す
で
に
字
体
と
し
て
の

「古
文
」

で
な
く
な

っ
て
お
り
、

か

つ

「古

文
」

で
記
さ
れ
た
本

の
存
在
を
語
る
記
事
も
な

い
。
と
こ

ろ
が
東
晋

発
現

の

「隷
古
定
尚
書
」
に
い
た

っ
て
、
ふ
た
た
び
、
そ

し
て
突
然

、
文
字
体
と
し
て
の

「古
文
」
を
ま
と
う
こ
と
と
な

っ
た
。

問
題
は
何

ゆ
え
に
東
晋
時
代
に
発
見
献
上
さ
れ
た

『尚
書
』
が

「古

文
」
字
体

で
あ

っ
た
の
か
と
い
う
所
に
行
き
着
く
。
後
漢
時
代

に
流

通
し
て
い
た

「古
文
尚
書
」
が
発
見
さ
れ
た

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

隷
書
で
書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

で
あ

る
の
に
新
し
く
発
見
さ

れ
た

「古
文
尚
書
」
が
古
文
字
体
で
記
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
後
漢

時
代
を
通
り
越
し
て
、

一
気
に

「古
文
尚
書
」

が
孔
壁
か
ら
発
見
さ

れ
た
直
後

の
時
点

へ
と
、
時
間
を
跳
躍
し
て
先
祖
帰
り
し
た
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
孔
安
国
は
今
字
に
書
き
直
し

た
も
の
に
注
釈
を

つ
け

た
の
で
あ

っ
た

こ
と
か
ら
す
る
と
、
孔
安
国
伝
付
き
の
本
が
古
文
11

隷
古
定
字

で
あ
る
こ
と
は
、
理
不
尽
で
あ
る
。

孔
壁
か
ら
発
見
さ
れ

た
ほ
か
の
書
籍
に
は

「隷
古
定
」
と
い
う
こ
と
ば
は
用

い
ら
れ
て
い

な
い
。

つ
ま
り

「隷
古
定
」
は
梅
蹟
発
現
に
か
ら
む
語
彙

で
あ
る
こ

と
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
保
証
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
は
何
か
不

自
然
な
作
為
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば

な
る
ま

い
。

た
し
か
に
三
国

・
魏

の
正
始
年
間
に
建
立

さ
れ
た
正
始
石
経

は
、

古
文
/
築
書
/
隷
書
の
三
体

で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
古
体

字
が

『尚
書
』
経
文
の
表
記
に
用
い
ら
れ
る

こ
と

の
あ
っ
た
こ
と
は

疑

い
な
い
。
し
か
し
逆
に
言
え
ば
、
三
国
時

代
に
は
す
べ
て
隷
書
化

さ
れ
た
本
も
存
在
し
え
た
の
で
あ
る
。
孔
安
国
の
時
点

で
今
文
字

に

書
き
換
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
東
晋
時
代

に
古
文
字
体
の
姿

の
み

で
現
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
事
態
が
こ
と
さ
ら

に
作
為
を
持

っ
て
現
出

さ
れ
た
も

の
と
し
て
、
来
歴
以
外
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
義
を
見
出

し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
意
義
と
は
、
先
ほ
ど
来

の
べ
て
い
る

「古
文
尚
書
」
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と
い
う

「来
歴

の
ア
ピ
ー
ル
」

で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち

「今
文
尚

書
」
が
伏
生
の
口
授
を
経
た
た
め
に
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
の
み

で
の
伝
達

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「古
文
尚
書
」
は
、
文
字
体
の
レ
ベ

ル
で
も
秦

以
前
の
様
態
を

つ
た
え
て
い
る
、
そ
し
て
そ
の
分
著
述

の

原
初
形
態

に
近

い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「今
文
尚
書
」
が
、

い
っ
た
ん

は
記
憶
と
い
う
媒
体
に
置
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の

に
対
し
、
「古
文
尚
書
」
は
壁
中
と
い
う
ア
ク

ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
手
段

に
よ
る
と

は
い
え
、
ず

っ
と
書
写
さ
れ
た
状
態
で
伝
来
し
て
き
た
と

い
う
意
識
も
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
こ
の

「古
文
尚
書
」
の
優
越
性

は
、
「古

文
」
と
い
う
冠
が
、
文
字
体

で
は
な
く
伝
来

の
系
統
を
表
す

よ
う
に
な

っ
て
も
意
識
さ
れ
続
け
て
き
た
。
た
と
え
ば

『経
典
釈
文
』

序
録
は

「古
文
尚
書
」
を
底
本
に
採
用
し
た
上
で
、
「伏
生
の
諦
す
る

所

は
、
是
れ
今
文
と
日
ふ
も
、
闘
謬
の
処
多
け
れ
ば
、
故

に
別
記
せ

ず
」
と

「今
文
尚
書
」
を
評
価
・比
較
す
る
価
値
す
ら
認
め
て
い
な
い
。

と
こ
ろ

で
、
系
統
の
問
題
と
し
て

「古
文
尚
書
」
で
あ
る
と
い
う

来
歴
を
表

示
す
る
た
め
だ
け
で
あ
れ
ば
、
使
用
文
字
体
に
は
さ
ほ
ど

の
重
点
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し

「古
文
尚
書
」

の
伝
来
が
途

絶
え
、
そ
し
て
あ
ら
た

に
再
発
見
さ
れ
た
と
き
の
情
況
を
想
定
し
て

み
る
と
、

そ
の
再
発
見
物
が

「古
文
尚
書
」

で
あ
る
こ
と
を
保
証
す

る
の
は
な

か
な
か
に
む
つ
か
し
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

「古
文
尚
書
」

と
同
様

に

「今
文
尚
書

」
も
隷
書

で
記
さ
れ
て
い
る
し
、
篇
数

の
点

で
も
、
馬
融
/
鄭
玄
ら

の
よ
う
に
、
双
方
に
共
通
す
る
篇
に
だ
け
注

釈
を

つ
け

る
と
い
う
こ
と
も
行
な
わ
れ
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ

う
な
状
況
に
あ

っ
て
、
新
発
見

の

『尚
書
』

が
、
字
体

レ
ベ
ル
で
古

文
字
体
、
少
な
く
と
も
か

つ
て
古
文
字
体
で
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
系
統
の
上

で

「古
文
尚
書
」
に
属

す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
に
保
証
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
更

に
巧
妙
に
作
為
さ
れ
て
い
る
と
思
し
い
の
は
、
こ
こ
で

か

つ
て
の
壁
中
か
ら
の
発
見
の
際
と
同
じ
よ
う
に
、
す
べ
て
が
古
文

で
書
か
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
本
が
古
文
系
統
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
よ
り
強
く
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
読

む
こ
と
自
体
が
、
著
し
く
困
難

に
な
る
。

つ
ま
り
最
も
好
都
合
な
の

は
、
新
発
見

『尚
書
』
が
、
系
統
と
し
て

「古
文
尚
書
」
で
あ
る
こ

と
を
強
く
示
し
、
か

つ
文
字

の
読
釈
に
不
自

由
が
な
い
程
度
に
古
文

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
梅
蹟
献
上
本
11
隷
古
定
尚
書

は
、
ま

っ

た
く
そ
の
理
想
的
な
様
態
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
。

「隷
古
定
尚
書
」

の
古
文
字
体
は
、
「古
文
尚
書
」
の
原
義
の
と
お
り
秦
焚
書
以
前

の
字

体
を
直
接
に
伝
え
る
古
文
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
来

歴
と
し
て

「古
文
尚
書
」
系
統
に
属
す
も

の
で
あ
る
こ
と
の

「誇
示
」

と
し
て
用

い
ら
れ
た
と

い
う
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

96



四

テ
ク
ス
ト
の
複
線
性

テ
ク
ス
ト
の
複
線
性

新
発
見

の

「古
文
尚
書
」
に

「隷
古
定
字
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

目
的
の

一
つ
が
上
記
の
よ
う
に
来
歴

の
誇
示
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ

の
際
、
読

釈
に
不
自
由
が
な
い
程
度
に

「古
文
」
で
あ
る
こ
と
が
必

要
、
と
上

で
は
記
し
た
。
し
か
し
実
際

の
と
こ
ろ
、
文
字
が

「隷
古

定
字
」
で
記
さ
れ
て
い
て
は
、
読
む
も
の
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
機
能

が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
。
そ
の
機
能
は
い
か
に
し
て
保
持
さ
れ
て
い

た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
簡
単

で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
通
行
の

字
体
で
記
さ
れ
た

「古
文
尚
書
」
も
時
を
同
じ
く
し
て
存
在
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
「隷
古
定
尚
書
」
は
そ
の
来
歴
を
誇
示
す
る
と
い
う

機
能
を
担

い
、
通
行
の
字
体
で
記
さ
れ
た

「古
文
尚
書
」
は
テ
ク
ス

ト
を
読
む
も

の
と
し
て
伝
達
す
る
機
能
を
分
担
し
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
時
代

の

「古
文
尚
書
」
は
、
隷
古
定
字
本
と
通
行
字
体
本

の
両
方
が

そ
ろ

っ
て
こ
そ
、
十
全
の
機
能
を
果
た
す
仕
組
み
で
あ

っ

た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
更
に
以
下
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

隷
古
定

「古
文
尚
書
」
は
、
読
む
も
の
で
は
な
く
、
「古
文
尚
書
」
の

権
威
を
示

す
た
め
の
見
本
で
あ
り
、
読
む
の
は
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
記
さ
れ
た
本
で
あ

っ
た
と
。

一
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
こ
の
よ
う
に
二

つ
の

「本
」
の
形
を
と

っ
て
流
通
し
、
そ
う

し
て
こ
そ
十
分

に
機
能

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
事
態
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を

「テ
ク
ス
ト
の

複
線
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

以
下
、
こ
の

「テ
ク
ス
ト
の
複
線
性
」
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
よ

う
。
唐
初
の
書
物

の
存
在
情
況
を
記
録
す
る

『階
書
』
経
籍
志
に
は

以
下

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(5)(4)(3)(2)(1)

古
文
尚
書
十
三
巻

漢
臨
准
太
守
孔
安
国
伝

今
字
尚
書
十
四
巻

孔
安
国
伝

尚
書
十

一
巻

馬
融
注

尚
書
九
巻

鄭
玄
注

尚
書
十

一
巻

王
粛
注

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
孔
安
国
伝

つ
き
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

馬
融
/
鄭
玄
/
王
粛
の
注
の
つ
い
た
も
の
も
、
こ
こ
に
並
ん
で
い
る

も
の
は
す

べ
て

「古
文
尚
書
」
(古
文
系
統

の

『尚
書
』
)
で
あ
る
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
孔
安
国
伝

の
付

い
た
も
の
が
二
種
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
違
い
は
、
巻
数

に
も
あ
る
が
、
も

っ
と
も

大
き
く
は

「今
字
」

で
あ
る
か
否
か
に
あ
る
と
見
え
る
。

い
ず
れ
も

「古
文
尚
書
」
孔
安
国
伝
で
あ
り
な
が
ら
、
ω

は

「古
文
」
、
多
分
は

「隷
古
定
字
」
で
記
さ
れ
た
も
の
、
②
は
今
字
す
な
わ
ち
隷
書
も
し
く

は
楷
書

で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の

時
点
で

「古
文
尚
書
」
に
は
古
体
字
本
と
今
体
字
本
と
が
並
存
し
て

い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
一
つ
は
、

こ
こ
に

「今
字
尚
書
十
四
巻

孔
安
国
伝
」

と
記
さ
れ
る
も
の
が
す
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で
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
本
稿

で
問
題
と
し
て
い
る
玄
宗

朝

に
お
け
る
改
字
が
、
目
新
し
い
作
業

で
は
な
く
、
か
ね
て
か
ら
行

な
わ
れ

て
き
た
脱
字
体
化

の
作
業
の
中

の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が

明
ら
か

に
な

っ
た
。
も
う

一
つ
は
、
さ
き
の
玄
宗

の
詔
と
こ
の

『階

書
』
経
籍
志

の
記
事
の
双
方

で
、
古
体
字
本
と
今
体
字
本

の
両
種
の

存
在
が
確
認
さ
れ
、
そ
し
て
両
種
の
並
存

が
必
然

の
も

の
と
さ
れ
て

い
る
と
見

え
る
こ
と
で
あ
る
。
玄
宗

の
詔
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
こ

で
は
は

っ
き
り
と

「其
の
旧
本

は
傍
ほ
書
府
に
蔵
せ
」
と
記
さ
れ
て

い
て
、
並
存
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

『階
書
』
経
籍
志

の
記
事

で
は
、
系
統
も
テ
ク
ス
ト
も
同
じ
で
あ
る

「古
文
尚
書
」
孔
安
国
伝

に
わ
ざ
わ
ざ

「今
字
」
と

い
う
語
を
冠
し
て
両
者
を
併
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
無
冠
の

「古
文
尚
書
」
と

「今
字
古
文
尚
書
」
の

あ

い
だ

に
違

い
を
認
め
た
上
で
並
存
を
記
録
し
て
い
る
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
違

い
と
は
も
ち
ろ
ん
字
体

に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
を
も

っ
て
先
に

「テ
ク
ス
ト
の
複
線
性
」

と
い
う
語

を
用
い
た
。
世
の
中
に
同
テ
ク
ス
ト
の
異
な
る
ヴ

ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン

("
同
書
異
本

)
の
存
在
が
意
図
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
先
程
来
述

べ
て
い
る
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
で
あ
る

か
否
か
と

い
う
議
論

に
立
ち
戻
れ
ば
、
今
体
字
本

「古
文
尚
書
」
は

ま
ち
が

い
な
く
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
あ
り
、
古
体
字
本

「古
文
尚

ムリ
　

書

」

は

、

そ

う

で

は

な

い
。

改
字
前
後
の
異
同

さ
て
こ
こ
で
、
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
で
あ

る
今
体
字
本

「古
文
尚

書
」
と
、
古
体
字
本

「古
文
尚
書
」
が
、
ど
の
部
分
で
同
じ
で
あ
り
、

ど
の
部
分

で
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
整
理
し

て
お
こ
う
。
ま
ず
双
方

と
も

「古
文
尚
書
」
の
流
れ
に
連
な
る
点
、

つ
ま
り
系
統

は
同
じ
で

あ
る
。

で
は
そ
れ
以
外

の
要
素
は
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
現
代

日
本
で
行
な
わ
れ
た
当
用
漢
字
の
制
定
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み

よ
う
。
当
用
漢
字
以
前

の
字
体
を
旧
字
体
、
当
用
漢
字
表
に
載

っ
て

い
る
字
体
を
新
字
体
と
、
以
下
で
は
い
う
こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で

は
同

一
の
テ
ク
ス
ト
に
、
「旧
字
体
」
と

「新
字
体
」
と

い
う
二
つ
の

字
体
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
当
用
漢
字

の
制
定
は
、

画
数
を
減
ら
す
こ
と
を

一
つ
の
目
的
に
し
て

い
た
。
単
純
な
例
を
挙

げ
れ
ば

「當
」↓

「当
」
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
旧
字
体
で
は
三
～
四

個

の
別
々
の
異
な

っ
た
文
字

で
あ

っ
た
も
の
が
、
新
字
体
で
は
ひ
と

つ
の
文
字
に
集
約
さ
れ
て
、元
の
意
味

の
区
別

を
失

っ
た
例
が
あ
る
。

た
と
え
ば
本
来

「辮
」
「辮
」
「辮
」
「弁
」
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味

を
も

っ
て
い
た
。
「辮
」
は

「わ
き
ま
え
る
」
、
「辮
」
は

「
つ
ま
び
ら

か
に
す
る
」
、

「鍵
」
は

「花
び
ら
」
、
「弁
」

は
帽
子

の
名
前

で
あ

っ

た
。
そ
れ
が
当
用
漢
字
で
は
、
区
別
が
な
く
な

っ
て
、
す
べ
て

「弁
」

に
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
は

「當
」
↓
「当
」
の
書
き
換
え
と
は
大
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き
く
性
質
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
当
用
漢
字

の
制
定

で
、
字
体

の

み
な
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
で
の
改
変
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
れ

は
も
は
や
個
々
の
漢
字
が
担
う
概
念

の
広
が
り
を
根
本
か

ら
組
み
替

え
る
仕
業

で
あ
る
。

で
は

「隷
古
定
尚
書
」
と
今
字

「古
文
尚
書
」

の
違

い
は
、
「當

当
」
型
で
あ
ろ
う
か
、
「辮
辮
辮
弁
」
型
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

「當

当
」
型

で
あ
る
。
隷
古
定
字
と
楷
書
文
字

は

一
対

一
対
応
し
て
お
り
、

し
た
が

っ
て
、
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
で
は
、
「隷
古
定
尚
書
」
と

「今
字

尚
書
」
は
同
じ
も

の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
で
話
を
行
な
う
限

り
、
天
宝

の
改
字
は
、
実
は
何

の
改
変
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
次

に
字
体

の
レ
ベ
ル
に
考
察
を
進
め
よ
う
。
じ

つ
は
こ
の
改

変

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
読
み
や
す

い
字
体

の

『尚
書
』
が
出
現
し
た

の
で
な

い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
先

に
複
線
性

の

語
を
用

い
て
説
明
し
た
よ
う
に
、
漢
代
以
来
、
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
記
さ
れ
た

『尚
書
』
は
ず

っ
と
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て

「隷
古

定
尚
書
」

の
旧
紗
本
を
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
に
お

い
て
、
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
あ
る
楷
書
が

「隷
古
定「古文尚書」の紙面

字
動

の
脇

に
注
と
し

て
加
え
ら
れ
て
い
る
と

い
う
事
実

が
見
出
さ

れ
る
。
掲
出
し
た
部
分

で
は
、
二
行
目
の
第

一
、
第
三
、
下
か
ら
第

三
、
第

二
文
字
に
そ
れ
ぞ
れ

「虞
」
「側
」
「使
」
「嗣
」
の
文
字

が
添

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
傍
注
に
よ
っ
て
、
た

と
い
本
文
が

「隷
古
定

字
」
で
記
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
容
易
に
読

む
こ
と
は
常

に
可
能

で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば

こ
の
玄
宗

の
詔

に
よ

る
改
変

は
、

「隷
古
定

字
」
と
い
う
ノ
イ
ズ

の
除
去
と
い
う
ほ
ど
の
意

義
し
か
も
た
な

い
も

の
で
あ
る
。
強
い
て
言
え
ば
、
こ
の
改
変
に
よ

っ
て
複
線

で
は
な
く
、

単
線
的
な
読
み
や
す
い
テ
ク
ス
ト
が
提
示
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か
。
こ
の
作
業
に
よ

っ
て
、
『尚
書
』
の
文

字
は
他

の
文
献

の
文

字
と
共
通
化
さ
れ
、
単
線
的
な
読
書
の
可
能

な
、

つ
ま
り
は

「普
通

の
書
物
」
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
今
字
の
傍

注
と

い
う
補
助
装
置
が

あ

っ
た
と
は
い
え
、
「隷
古
定
字
」
を
含
ん
で

い
た
た
め
に
他
の
文
献

か
ら
隔
絶
さ
れ
て
、
独
自

の
文
字
体
系
の
な
か
に
閉
じ
て
い
た

『尚

書
』
が
、
垣
根
を
取
り
払
わ
れ
て
、
普
通
漢

字
文
献

の
仲
間
入
り
を

し
た
の
で
あ
る
。
実

は
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
で
の
改
変
よ
り
も
、
こ
の
、

普
通
漢
字
文
献

へ
の
編
入
と
い
う
事
態

の
ほ
う
が
、
『尚
書
』
に
と

っ

て
重
要
な
事
柄

で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

俗
字
混
入
の
予
防

さ
て
こ
こ
で
も
う

一
度
俗
字

の
問
題
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
先
に

述

べ
た
よ
う
に
、
「隷
古
定
尚
書
」
に
は
来
歴

を
も

っ
て
い
て

一
応
尊

重
す
べ
き

「隷
古
定
字
」
以
外
に
、
後
世
の
俗
字

が
多
く
混
じ
り
こ

gg-一 古典 における字体 のや くわ り



ん
で
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
学
術
的
に
も
実
用
面

で
も
、
弊
害

の
多

い
も

の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
テ
ク
ス
ト
を
規
定
し
よ
う
と
す
れ

ば
、

こ
れ
ら
の
俗
字
は
排
除
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

『尚
書
』

の
場
合
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ

れ
ら

の
俗
字
と
と
も
に
、
来
歴
が
あ
っ
て
尊
重
す
べ
き

「隷
古
定
字
」

も
同
時

に
用

い
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
両
者
は
通
行
の
文
字

で
は
な

い

と
い
う
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
両

者

の
区
別

は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
た
し
か
に
学
術
的
に
研
究
す

れ
ば

「隷
古
定
字
」
と
俗
字
を
区
別
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
こ
で
た
と
い
俗
字
を
い
っ
た
ん
取
り
除

い
て

「隷
古

定
字
」
と
通
行
字
だ
け
か
ら
な
る
本
を
提
示
し
た
と
し
て
も
、
写
紗

が
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
に
し
た
が

っ
て
、
そ
の

「隷
古
定
字
」
は
、
俗

字

で
は
な

い
か
と
の
嫌
疑
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
し
、
ま
た
俗
字

が
通
行
字

に
改
変
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
「隷
古
定
字
」
を
十
分

に
保
存
し

て
い
な
い
劣

る
本
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ま
で
の

「隷
古
定
字
」
と
、
俗
字

の
双
方
が
混
じ

っ
た

「隷
古
定

尚
書
」
か
ら
、
俗
字
だ
け
を
取
り
除

い
て
か
り
に
純
正
な
本

を
作
成

し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
受
け
伝
え
ら
れ
、
誤
解
さ
れ
る

こ
と
な
く
流
通
し
て
ゆ
く
可
能
性

は
低

い
。

つ
ま
り

「古
文
尚
書
」

の
場
合
、
俗
字

の
排
除
達
成
の
た
め
に
は
す
べ
て
の
文
字
を
楷
書

で

記
す
以
外

に
方
法
は
な

い
。
そ
し
て
印
刷
と

い
う
字
体
固
定
機
能

に

す
ぐ
れ
た
複
製
術
が
普
及
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ

ば
、

こ
の
予
防
措
置
の
有
効
性
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

以
上
、

「隷
古
定
尚
書
」
と

「今
字
尚
書
」

の
間

で
系
統

の
レ
ベ

ル
、

テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で
の
異
同
が
存
在

し
な
い
と
い
う

こ
と
、

全
文
字
楷
書
化
に
よ

っ
て
俗
字

の
混
入
を
予
防
で
き
る
と
い
う

こ
と

を
検
証
し
て
き
た
が
、
す
な
わ
ち
こ
の
二
つ
の
要
件
は
、
い
ず
れ
も

隷
古
定
字
を
遺
す
こ
と
な
く
完
全
に
通
行
字
体

に
改
変
し
て
し
ま
う

こ
と
を
強
く
支
持
す
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
失

わ
れ
る
も
の
は
何
も
な

い
し
、
新
た
な
俗
字

・
誤
字
の
童
入
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
こ
で
繰
り
返
し
全
文
字
楷
書
化

の
影
響

を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

メ
リ
ッ
ト

・
テ
ク
ス
ト
が
単
線
形
に
な
り
、
読
み
進
め
る
こ
と
が
楽
に
な

る
。

・
俗
字

の
寛
入
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

デ
メ
リ
ッ
ト
と
見
ら
れ
て
き
た
も
の

・
隷
古
定
字
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
き
た
古
体

な

『尚
書
』

の
へ
の
糸

口
が
失
わ
れ

る
。

し
か
し
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
後
者
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
見

ら
れ
て
き
た
事
項
は
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
研
究
用
に
は
隷
古
定

字
で
記
さ
れ
た

『尚
書
』
が
図
書
館
に
保
存

さ
れ
、
隷
古
定
尚
書

の

資
料
は
保
存
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば

そ
も
そ
も
テ
ク
ス
ト

レ
ベ
ル
で
の
異
同
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
も
は
や
失
う
も
の
は

何
も
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。

『尚
書
』
の
原
初
形
態
か
ら
遠
ざ
か
る
堕
落

の

一
歩
と
見
ら
れ
て
い



た
天
宝

の
文
字
改
変

は
、
実
は
厄
事

で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み

や
す
い
も

の
と
し
、
俗
字

の
弊
か
ら
救

い
、
そ
れ
以
後

の
混
乱
を
防

ぐ
と
い
う

予
防
措
置
ま
で
も
含
ん
だ
極
め
て
合
理
的

で
す
ぐ
れ
た
措

置
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

五

実
用
文
字
と
芸
術
文
字

前
章
ま

で
、
『尚
書
』
に
加
え
ら
れ
た
改
字
を
例
に
し
て
、
文
字
字

体

の
荷
う
も
の
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
際
用

い
た

「純
粋
テ
ク
ス

ト
媒
体
」

と

「テ
ク
ス
ト
の
複
線
性
」
と
い
う
二
つ
の
考
え
を
、
ほ

か
の
文
化

現
象
に
応
用
し
て
み
た

い
と
思
う
。

基
準
字
体
を
載
せ
る
字
書
の
成
立

玄
宗

の
命
に
よ
る
隷
古
定
尚
書
の
文
字
改
変
は
、
天
宝
三
歳

(七

四
四
)
七
月
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
玄
宗

の
治
世
が
開
元
か
ら
天
宝

へ

と
か
わ
り
、
安
禄
山

の
乱

に
先
だ

つ
こ
と

一
一
年

で
あ
る
。
そ
の
乱

の
の
ち
、
字
体

に
関
わ
る
書
物
が
い
く

つ
か
世

に
出
た
。
『干
禄
字

書
』

(
一
巻

顔
元
孫

(?
1
七

一
四
)
撰

大
暦
九
年

(七
七
四
)

立
碑
)、
『五
経
文
字
』
(三
巻

大
暦

一
一
年

(七
七
六
)
張
参
撰
)
、

『九
経
字
様
』

(太
和
七
年

(八
三
三
)
唐
元
度
撰
)
で
あ
る
。
こ
の

う
ち

『干
禄
字
書
』

は
初
唐
の
貞
観
年
間
に
著
さ
れ
て
い
た
も

の
だ

が
、
顔
元
孫

の
甥

の
真
卿
に
よ
っ
て
大
暦
九
年

(七
七
四
)
に
立
碑

さ
れ
た
。

ま
た

『九
経
字
様
』
は
単
独
の
著
作

で
は
な
く

『五
経
文

字
』

の
補
編
と
い
う
性
格
を
も

つ
。

内
容
は
、
『干
禄
字
書
』

は
、
韻
に
よ

っ
て
な
ら

べ
た
八
〇
四
字

(本
稿
の
用
語

で
言
え
ば

「テ
ク
ス
ト
」
)
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

に
字

体
を
掲
げ
、
正
、
俗
、
通
な
ど
と
用
字

の
適
不
適
を
記
し
た
も

の
。

た
と
え
ば

聡
、
聰
}、
聰

上
中
通
、
下
正

と
い
っ
た
具
合

で
、
俗
字

の
横
行
を
背
景
に
し

て
、
字
体
に
つ
い
て

の
専
著
と
し
て
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
『五
経
文
字
』
は
、
経
書

に
現

れ
る
文
字
三
二
一二
五
字
を
取
り
上
げ
、字
体

の
可
否
を
記
し
た
も

の
。

俗
字
と
思
わ
れ
る
も

の
も
多
く
挙
げ

て
考
証

し
て
い
る
。

先

に
み
た
よ
う
に
、
経
書
文
字

の
固
定
を
目
指
し
た
も

の
と
し
て

は
後
漢
時
代
に
烹
平
石
経
、
三
国
の
魏
に
正
始

石
経
が
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
経
書

の

「テ
ク
ス
ト
固
定
」
に
そ
の
主
要

な
目
的
を
も

っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

『五
経
文
字
』
は
、

「字

体
」
に
強
く
注
意
を
向
け
て
い
る
。
経
書
の
テ
ク
ス
ト
固
定

は
、

こ

の
後
開
成
年
間
に
建

て
ら
れ
た

「開
成
石
経

」
に
よ
っ
て
完
成

さ
れ

る
。
『五
経
文
字
』
は
、
五
経
正
義
と
開
成
石
経

の
間
に
挟
ま
れ
て
い

る
た
め
に
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
唐
王
朝
に
よ
る
経
学

の
整
理
と

い
う

流
れ
の
中

で
語
ら
れ
る
の
が
常

で
あ

っ
た
。

そ
の
よ
う
な
性
格
を
有

し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
テ
ク
ス
ト
の
固
定
に
加
え

て
字
体
の
固
定
と
い
う
考
え
が
強
く
こ
の
時
期

に
発
生
し
た
こ
と
は
、

同
じ
く
経
書
で
あ
る

『尚
書
』
の
天
宝
改
字

と
あ
わ
せ
て
注
目
し
て

よ
い
。
ま
た

『干
禄
字
書
』
の
撰
述
と
建
立

は
、
直
接
的
に
経
書

の
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文
字
に
か

か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
名
が
し
め
す
よ
う
に
、
役

人
と
な
る
た
め
の
参
考
書
と

い
う
目
的
を
も

つ
も

の
で
あ

っ
た
。

つ

ま
り

こ
れ

ら
の
書
物
の
出
現
は
、
経
書
の
学
術
す
な
わ
ち
経
学

の
枠

の
中
だ
け

で
説
明
さ
れ
う
る
も

の
で
は
な

い
。
そ

こ
に
は
、
本
稿
で

見
て
き
た

よ
う
な
、
テ
ク
ス
ト
を
保
存

・
伝
達
す
る
の
に
最
も
す
ぐ

れ
た
媒
体

11
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
と
し
て
楷
書
が
定
立
し
た
こ
と
を

深
く
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

「隷
古
定
字
」

の

楷
書

へ
の
書
き
換
え
も
、
『尚
書
』
と
い
う

一
つ
の
書
だ
け
に
特
殊
な

事
情

に
発

し
た
現
象
な
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
書
物
、

い
な
文
字
を

扱
う
行
為

全
体
に
関
わ
る
問
題

で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
、
字
書
の
出

現
や

「隷

古
定
尚
書
」
の
改
字
と
い
う
現
象
は
、
閉
じ
た
経
学
史

の

な
か
で
の
自
律
的
展
開
と
し
て
理
解
し
た
の
で
は
十
分

で
な
い
。
そ

し
て
さ
ら

に
そ
こ
に
文
字
の
字
体

に
つ
い
て
の
思
考
を
た
と
い
導
入

し
て
も
、

そ
れ
が
築
書
、
隷
書
、
草
書
、
行
書
と
同
列

に
楷
書
を
並

べ
る
思
考

で
あ
る
限
り
は
解
決
に
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
玄
宗
の
こ

の
時
期
に
、
楷
書
が
テ
ク
ス
ト
を
保
存

・
伝
達
す
る
の
に
最
も
す
ぐ

れ
た
媒
体

11
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
、
定
立
し

た
と
考
え

る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
こ
れ
ら
の
諸
現
象
を
明
解
か

つ
総
合
的

に
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

難
読
文
字
作
品
の
多
出

つ
ぎ

に
書
芸
作
品
に
極
端
に
多
く
の
書
体
が
現
れ
て
く
る
と
い
う

現
象
を
考
察
す
る
。
繰
り
返
し
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
楷
書
と
い
う

字
体

が
定
立
し
て
み
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
保
存

・
伝
達
と
い
う
機
能

に
関
し
て
、
他
の
字
体

の
関
与
す
る
余
地
は
な
く
な
る
。
し
か
し
文

字

の
活
動

の
場
は
、
テ
ク
ス
ト
の
保
存

・
伝
達
だ
け
に
限
ら
れ
る
わ

け
で
は
な

い
。
限
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
楷
書

の
定
立
と
ほ
ぼ
時
を
同

じ
く
し
て
こ
の
時
代
、
様

々
な
書
体
が
書
作
品

の
中

に
現
出
す
る
の

で
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
懐
素

の

「狂
草
」
、
李
陽
泳
の

「築
書
」
、

日
本

の
空
海

の
実
物
が
残

る

「飛
白
」
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
。

狂
草

は
、
草
書
を
さ
ら
に
く
ず
し
て
筆

の
勢

い
を
生
か
し
た
書
体

で
、
極
端
に
点
画
を
連
続
さ
せ
崩
す
た
め
に
、
読
釈
が
困
難
な
場
面

が
間
々
発
生
す
る
。

築
書

は
、
も
ち
ろ
ん

こ
の
時
代
に
新
た
に
始
ま

っ
た
も

の
で
は
な

い
。
秦
が
文
字
を
統

一
し
た
と
き
に
規
定
し
た
字
体
が
小
籔

で
あ
り
、

李
陽
泳
ら
の
籔
書
は
、
唐
築
と
呼
ば
れ
る
復

古
の
書
体

で
あ
る
。
狂

草
が
極
端

に
筆

の
勢
い
を
重
視
し
た
の
に
対

し
、
唐
筆
は
筆

の
勢

い

を
全
く
消
去
し
て
、
運
筆

の
時
間
性
を
表
現
し
な
い
。
そ
の
点

で
狂

草
と
対
照
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
筆
書
で
あ
る
以
上
、
古

い
点
画
構

成
に
従

っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
通
行

の
文
字

と
直
ち
に
は

つ
な
が
ら

ず
、
判
読

に
困
難
な
場
面
も
少
な
く
な
い
。

飛
白
は
、
そ
の
指
す
と
こ
ろ
が
実
は
鮮
明

で
は
な
い
が
、
唐
に
留

学
し
て
学
ん
で
き
た
と
い
う
空
海

の
作
品
を
例
に
取
れ
ば
、
そ
れ
は

刷
毛
を
も
ち
い
て
、
常

に
上
下
に
揺
ら
し
な

が
ら
、
ま
た
時
に
は
難

の
羽
の
よ
う
に
ま
だ
ら
模
様
を
描
き
な
が
ら
点
画
を
記
し
て
ゆ
く
書

体

で
あ
り
、
極
端
な
装
飾
文
字
体
で
あ
る
。

も
と
よ
り
読
釈
の
容
易
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な
書
体

で
は
な
い
。

こ
れ
ら

の
書
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
性
を
大
胆
に
表
出
さ
せ
て

お
り
、
そ

の
方
向

は
大

い
に
異
な
る
の
だ
が
、
共
通
点
と
し
て
、
「読

み
に
く

い
文
字

を
書
く

こ
と
に
躊
躇
が
な
い
」
と

い
う
特
色
を
も

っ

て
い
る
。

こ
の
共
通
の
特
色
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
書

芸
史

の
視
点
か
ら
は
、

こ
れ
ら
の
書
体
は
、
王
義
之
以
来
の
伝
統
を

も
つ
古
典
的

で
整

っ
た
字
体

に
飽
き
足
ら
な
く
な

っ
た
書
者
が
、
工

　ぬ
　

夫
を
重
ね

て
案
出
し
展
開
し
た
新
書
体

で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ

の

「書

の
二
大
潮
流
説
」

の
、
旧
来

の
古
典
書
風
に
対
抗
す
る
も
の

で
あ
る
と

い
う
指
摘
は
た
し
か
に
納
得
さ
れ
る
。
し
か
し
筆
書
で
あ

っ

た
り
、

飛
白

で
あ

っ
た
り
、
大
き
く
崩
さ
れ
た
草
書
で
あ

っ
た
り
、

そ
れ
ら

に
共
通
す
る
傾
向

11
難
読
性
を
、
反
王
義
之
と
い
う
書
風
の

自
律
的
展
開
の
視
点
だ
け
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
何
故

に
こ
の
時
期
に
と
い
う
問
題

へ
の
解
答
も
十
分
と
は
い
え

な
い
。

そ
こ

で
こ
こ
に
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体
と
い
う
考
え
を
導
入
し
て
み

た
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
体
は
、
方
向
は
異
な
る
が
、
テ
ク
ス

ト
の
保
存

・
伝
達
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
機
能
を
担
わ
な
く
な

っ
た
文
字

と
し
て
く
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
読
め
な

い
文
字

の
存
在
を
許

す
環
境

と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
籔
書
は
、
か

つ
て
秦
時

代
に
は
、
最
新
の
純
粋
テ
ク
ス
ト
媒
体

で
あ

っ
た
。
し
か

し
そ

の
後

隷
書
や
行
書
が
発
生
し
、
さ
ら
に
唐
時
代

に
な

っ
て
楷
書

が
純
粋

テ
ク
ス
ト
媒
体
と
し
て
定
立
す
る
に
及
ん
で
、
メ
デ
ィ
ア
と

し
て
の
機
能
を
担
う
必
要
が
な
く
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
情
報
伝
達
と

い
う
機
能
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ

る
こ
と
に
よ

っ
て
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
と
い
う
機
能

は
、

こ
こ
に
い
た

っ
て
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
部
分
で
何
ら
か

の
は
た

ら
き
を
担
う

「芸
術
」

に
な

っ
た
。
近
代
的
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、

読
め
な
く
な
る
こ
と
に
よ

っ
て

「書
」
は
芸
術
と
し
て
独
立
し
た
の

で
あ
る
。
純
粋
テ
ク

ス
ト
媒
体
が
実
用
文
字

で
あ
る
の
に
対
し
て
、

こ
ち
ら
は
芸
術
文
字
と
で
も
言
え
ば
よ
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
テ
ク
ス

ト
伝
達
と
い
う
機
能
を
荷
わ
な
く
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
筆
勢

の
誇
張

や
抑
制
な
ど

の
、
造
形
的
な
面
で
の
存
分
の
工
夫
が
許
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
単
な
る
古
典
性

へ
の
反
発
と
し
て
こ
れ
ら
の
書
芸
が
出

て
き

た
の
で
は
な
く
、
姿
を
見
せ
な

い
楷
書

こ
そ

が
こ
の
書
芸
の
展
開
を

導

い
て
い
た

の
で
あ
る
。

最
後

に
賀
知
章

(六
五
九
-
七
四
四
)
の
手

に
な
る
と
伝
え
る

「草

書
孝
経
」
に
触
れ
て
お
こ
う
。
『孝
経
』
は

「儒
」
の
入
門
書
と
し
て

広
く
流
布
す
る
書
で
あ
る
が
、
経
書

の
列
に
連
な

っ
て
い
る
以
上
、

お
ろ
そ
か
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
誤
字
脱
字
を
警
戒
し
、
正
当

な
文
字

で
記
さ
れ
る
の
が
常
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
賀
知
章

の
手

に
な
る
と

い
う

「草
書
孝
経
」
は
、
草
書
で
、
し
か
も
か
な
り
崩
し

た
連
綿

で
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
部
分
で
は
脱
字
、
術
字
さ
え
あ

る
。

一
文
字
ず

つ
が
読
み
が
た
く
、
か
つ
脱
字
、
術
字
に
無
頓
着
で

あ
る
こ
と
は
、
こ
の
本
が
も
は
や
テ
ク
ス
ト
を
保
存

・
伝
達
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
は
書
物

古典 における字 体のや くわ りio3



で
は
な
く
、
平
面
造
形
芸
術
作
品

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
背

後
に
は
、
書
物
と
し
て

『孝
経
』
テ
ク
ス
ト
を
保
存

・
伝
達
す
る
媒

ハヨ

体
が
他

に
存
在
し
て
お
り
、
情
報
伝
達
と

い
う
機
能
は
そ
ち
ら
に
任

せ
て
よ

い
と
い
う
文
化
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
「隷
古

定
尚
書
」
が
、
情
報
伝
達
の
機
能
を
放
棄

し
て
、
「古
文
尚
書
」
と
い

う
来
歴

を
語
る
こ
と
に
特
殊
化
し
て
い
た

の
と
同
様
に
、

こ
の

「草

書
孝
経
」

は
平
面
造
形
芸
術
で
あ
る
こ
と

の
み
を
目
指
し
て
作
成
さ

れ
た
作

品
な

の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も

「テ
ク
ス
ト
の
複
線
性
」
を
認

め
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿

で
は
天
宝

の
改
字
を
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
旧

来

の

「七
厄
」
な
ど
と
い
う
評
価
と
違

っ
て
、
い
か
に
合
理
的
な
措

置

で
あ

る
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
ま
た

い
っ
ぽ
う
で

「隷
古
定
尚

書
」
が
、
何
を
目
指
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
れ
を
実
現
し
よ
う

と
し
た

の
か
と
い
う
こ
と
の
分
析
に
多
く
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
こ

と
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
は

「隷
古
定
尚
書
」

の
企
図
に
注
目
す
る
あ

ま
り
、

こ
の
本
自
体

の
来
源
を
た
ず
ね
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
冷
淡

で

あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ

こ
こ
で
強
く
訴
え
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な

い
の
は
、
こ
れ
が

「隷
古
定
尚
書
」

の
価
値
を
否
定
す
る
こ

と
に
は
直
結
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

秦
火
以
前

の

『尚
書
』
の
姿
を
そ
こ
に
直
接
見
出
す
こ
と
は
無
理

と
し
て
も
、
こ
の
本
が
出
現
し
た
東
晋
時
代

に
足
を
据
え
て
、
そ
こ

に
流
れ
着

い
た
古

い
字
体
や
俗
字

の
芽
生
え
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え

る
素
材
と
し
て
こ
の
本
は
貴
重

で
あ
る
。
む
し
ろ
本
稿

の
最
初
に
記

し
た
よ
う
に
、
著
作

の
原
初

へ
湖
る
だ
け

の
思
考

で
は
な
く
、
流
れ

く
だ
る
あ
り
さ
ま
に
着
目
す
る
と
き
、
「隷
古
定
尚
書
」
が
い
か
な
る

資
料
を

い
か
に
用

い
て
い
た
の
か
を
検
討
す

る
こ
と
は
、
漢
六
朝
の

学
術
を
さ
ぐ
る
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
察

し
て
み
た
い
と
考
え
て

い
る
。

さ
て
本
稿
は
、
二
つ
の
機
縁
か
ら
発
想
さ
れ
た
。

一
つ
は
冒
頭
に

述

べ
た
よ
う
に
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
用
の
概
念

に
接

し
た

こ
と
で
あ
る
。

二
千
年
の
あ
い
だ
な
じ
ん
で
き
た
た
め
に
あ
ま
り
に
も
透
明
な
手
段

と
な

っ
た
紙
と
筆
、
そ
し
て
印
刷
。
そ
の
し
く
み
や
特
色
を
考
え
直

す
の
に
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
刺
激
を
わ
れ
わ
れ

に
与
え
て
く
れ
る
。
何
も
キ
ー
ボ
ー
ド
を
た
た
く
だ
け
の
も

の
で
は

な
い
。

そ
し
て
さ

い
ご
に
も
う

一
つ
の
機
縁
と
な

っ
た
文
章
を
掲
げ
て
、

本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
が

一
六
世
紀
を
迎
え
る
と
、
に
わ
か
に
様
相
が

一
変
す

る
。
古
典
古
代

の
復
興
と
し
て
の
ル
ネ
サ
ン
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
・

ラ
テ
ン
の
言
語
や
文
化
と
い
う
絶
対
的

な
規
範
を
参
照
対
象
と

し
て
、
自
国
語

へ
の
省
察
を
深
め
て
い
く
。
こ
う
し
て
、

一
段

低
く
見
ら
れ
て
い
た

フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
自
国
語
を
ゴ
シ
ッ
ク
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注
の
闇
か
ら
救

い
出

そ
う
と

い
う
動
き
、
い
わ
ば
言
語
的
ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
登
場
す
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
国
語
文
法
記
述

の

動

き
も
活
発
に
な
る
の
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

か
く
し
て
ゴ
シ
ッ
ク
体
と

ロ
ー

マ
ン
体

の
交
替
現
象
が
始

(
14
>

ま

る

。

〈
1
>

副
題

は
、
あ

る

い
は

「
『尚

書
』
隷
古
定

字

の
文
字

戦

略
」
と

で

も

し
た

ほ
う

が

明
快

か
も

し

れ
な

い
。
古
典

も

し
く

は
思
考

の

「戦

略
」

を
考

察

す

る

こ
と

は
、
対

象

の
本
質
検

討

に
極

め

て
有
効

な
視

点

で
あ

る
。
「戦
略

」
を

タ
イ

ト

ル
に
含
む
先

行
論

文

と

し

て
管

見

の

限

り

で
も

以
下

の
も

の
が
あ

る
。

・
橋
爪

大

三
郎

著

『仏

教

の
言
説

戦
略

』
勤

草
書

房

、
一
九
八

六
年

・
加
藤

直

子

「
ひ
ら

か
れ

た
漢
墓
l
I
孝

廉

と

「孝

子

」

た
ち

の

戦

略
」

(
『美

術

史
研

究
』

第

三
十
五

冊
、

早
稲

田
大

学
美

術
史

学

会
、

一
九
九

七
年

)

〈
2
>

も

ち

ろ
ん
楷

書

そ

の
も

の

に
も
成

立

へ
い
た

る
長
く

興
味

深

い

問
題

が

存
在

す

る
。

楷

・
行

・
草

と

連
言

さ
れ

る

こ
と

か
ら

も
明

ら

か
な

よ
う

に
、

楷
書

と

は
最

も
整

っ
た
字
体

を

意
味

す

る
。

と
す

れ

ば

現
在

、

大

築

・
小
築

・
隷

書

の
名

前

で
呼

ば

れ

て

い
る
字

体

も

、

そ
れ
ら

が

用

い
ら

れ
始

め
た
時

点

で
は

い
ず

れ

も
楷

書

で
あ

っ
た

は

ず

で
あ

る
。

し
か

し
本
稿

で
は
、
現

在

の
呼

称

に

な
ら

っ
て
、

初
唐

の
欧
陽

詞

ら

に
よ

っ
て
確

立

さ
れ
た
字

体

を
楷

書

と
呼

ぶ

こ
と

に
す

る
。

〈
3
>

天
宝

の

『
尚
書

』
文

字

改
変

に

つ
い
て
は
、

野
村
茂

夫
氏

の
行

き

届

い
た
論
文

が
あ

り
、
資

料

や
見
方

な
ど

、
極

め

て
多

く

の
示
唆

を
得

、
稗

益

を
う

け

た
。

「古
文
尚

書

天
宝

改
字

孜

」
(
『
日
本
中

国
学
会

創

立
五
十

年

記
念
論

文
集

』

汲
古
書

院

、

一
九
九

八
年

、
所
収

)
。

〈
4
>

野
村

、
前

掲

論
文

参
照

。

〈
5
>

関
係

の
論

文

・
著

作

は
極

め

て
多

い
。

こ
こ

で
は
デ

ー
タ

の
豊

富

な
も

の
と
し

て
以
下

の
二
書

を
挙
げ

る

に
止

め
る
。

呂
振

羽
著

『
魏

三
体

石
経

残
字

集
証

』
台

北

"
学
海

出
版

社
、

民

国

七
〇

年
。

邸
徳

修
著

『魏

石
経

初
探

』

学
海
出

版
社

、
刊

年
不

明
。

〈
6
>

拙

論

「『
経

典
釈
文

』

の
変

遷
」

(
『東

方
学

報

京

都
』

第
七

三

冊

」
所

収

)
付
表

参

照
。

〈
7
>

『
冊
府

元
亀

』
巻

五
〇

、
帝

王
部

、
崇
儒

術

二
、
中

華
書

局

景
明

本

、
五

六

二
頁
。

こ

の
部

分
、

宋
版

は
残
存

し
な

い
。
文
中

の

「必

ず

宜

し
き

に
従

ふ
」

の

「必
」

は
、

冊
府

元
亀

は

「心
」

に

つ
く

る

が
、
『
唐
会

要

』
巻

七

五
、
貢
挙

上

、
明

経
な

ら
び

に

『
全
唐

文
』
巻

三

二
、

玄
宗

に
拠

っ
て

「必
」

に
改

め

た
。

〈
8
>

『
新
唐

書
』

巻

五
七

、
芸
文

志

、
書
類

。

〈
9
>

野

村

、
前

掲
論

文
参

照
。

〈
10
>

先

般

、

京
都

二

二
千
院

所

蔵

『
古

文
孝

経

』

を
実

見

し

た
が

、

こ
の
本

に
お

い
て
も

テ
ク

ス
ト

の
複

線
的

提

示

が
行

な

わ
れ

て

い
る

こ
と

を
確

認

で
き

た
。

〈
11
>

神

宮

徴

古

館
本

「古
文

尚

書

」

は
、

本
文

を

楷
書

体

で
記

し

、

脇

に

「隷

古
定

字

」
を

添

え
る
体

裁

を
と

る
が
、

複
線
性

を
持

つ
こ

古典 における字体のや くわ りIOS



と

に
か

わ
り

は
な

い
。

〈
12

>

た
と

え
ば
神

田
喜

一
郎

「中

国
書

法

の

二
大

潮
流

」
(
ハ
ー
バ

ー

ド

・
燕

京

・
同
志

社
東

方
文

化
講
座

第

=
二
輯
)
。

〈
B

>

玄

宗

は
開
元

一
〇

年

(七

二
二
)

『
孝

経
』

に
自

ら
注

を
施

し
、

天

下

に
頒

布

し

た
。

ま

た
賀
知

章

の
死

の
年

(
天
宝

三
年

)

に
は
、

家

ご

と

に

『
孝
経

』

一
本

を
蔵

せ
し

む
旨

の
詔

が
出

さ

れ

て
お

り
、

翌
年

に

は
玄

宗

の
筆

に
な

る
石
台

『
孝

経
』

が
立

碑

さ
れ
、

現
在

も

西
安

碑

林

に
立

っ
て

い
る
。

〈
14
>

「時

代

の
表
象

と

し

て
の

テ
ク

ス
ト
」
、
宮

下
志

朗
著

『
ラ
ブ

レ
ー

周
遊

記
』

東

京
大

学
出
版

会

、

一
九

九

七
年

。
傍

点

は
木
島

が
附

し

た

も

の
。
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