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は
じ
め
に

今
回
の
テ
ー
マ
も
、『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論（

1
）』
で
提
示
し
た
文
字
觀
へ
と
轉

換
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
問
題
の
一
つ
を
論
ず
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

文
字
言
語
が
い
き
な
り
成
立
し
た
か
の
よ
う
に
漠
然
と
想
定
し
て
き
た
從
來
の

「
常
識
」
的
な
文
字
觀
か
ら
、
文
語
的
な
特
殊
な
口
頭
言
語
（
雅
語
）
を
記
し
た

の
が
文
字
で
あ
る
と
い
う
文
字
觀
へ
と
轉
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
世
界
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
は
前
述
の
拙
著
で
示
し
た
文
字
誕

生
論
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
文
字
の
繼
承
と
傳
播
の
問
題
へ
と
歩
を
進
め
て
み
た

い
。
視
覺
的
な
文
字
か
ら
音
聲
の
世
界
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
に
見

え
る
が
、
語
の
用
法
・
用
例
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
言
語
場
を
追
體
驗
す
る
と
い

う
姿
勢
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
は
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ

れ
は
ま
た
、
文
字
（
語
）
の
用
法
・
用
例
を
常
に
念
頭
に
お
い
て
語
義
を
考
え
る

姿
勢
を
貫
い
た
恩
師
白
川
靜
の
學
問
を
、
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
試
み
で
も
あ
る
。

師
が
か
な
り
早
い
段
階
で
、
專
門
的
著
作
『
說
文
新
義（

2
）』
で
示
し
て
い
た
文
字

觀
に
つ
い
て
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
後
に
改
め
て
言
及
す
る
。
文
字

觀
の
轉
換
と
い
う
言
い
方
を
し
て
私
が
提
示
し
た
考
え
方
が
、
必
ず
し
も
私
一
人

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
こ
ま
で
「
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
」
と
總
題
し
て
殷
周
革
命
の
實
態
を
よ
り
具

體
的
に
描
き
出
す
試
み
を
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
先
學
の
ほ
と
ん
ど
取
り

組
ん
で
こ
な
か
っ
た
難
し
い
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
わ
ば

解
き
よ
う
の
な
い
謎
の
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
う

し
た
問
題
を
解
く
た
め
に
は
古
代
社
會
に
關
す
る
周
邊
科
學
の
成
果
を
攝
取
す
る

こ
と
や
、
古
代
社
會
を
理
解
す
る
た
め
の
理
論
的
研
鑽
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て

何
よ
り
も
文
字
で
記
さ
れ
た
出
土
資
料
（
甲
骨
文
・
金
文
・
竹
簡
）
や
傳
承
的
な

文
獻
資
料
（
經
書
）
を
對
象
と
す
る
の
だ
か
ら
、
漠
然
と
し
た
常
識
的
判
斷
に
委

ね
た
ま
ま
取
り
組
む
の
で
は
な
く
、
文
字
資
料
と
し
て
の
性
格
を
的
確
に
捉
え
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
字
と
は
何
か
、
文
字
で
記
さ
れ

た
古
代
文
獻
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
常
に
發
し
な
が
ら
取
り
組
む
姿

勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
古
代
社
會
を
理
解
す
る
た
め
の

こ
う
し
た
學
問
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
總
稱
し
て
「
古
代
學
」
と
呼
ん
で
來
た
經
緯

冊
令
（
命
）
形
式
金
文
の
歷
史
的
意
味

―
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
（
四
）

―
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が
あ
る
。
が
、殘
念
な
こ
と
に
近
年
は
見
聞
き
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
。

歷
史
の
中
で
古
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
の
か
？　

古

代
社
會
固
有
の
問
題
は
何
で
あ
る
の
か
？　

文
字
が
生
ま
れ
る
前
や
生
ま
れ
た
後

の
言
語
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
？　

そ
も
そ
も
言
語
と
文
字
の
關
係
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
？　

最
古
の
古
典
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
き
た
經

書
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
？　

ま
た
な
ぜ
經
書
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
？　

そ
も
そ
も
經
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

理
解
す
べ
き
な
の
か
？　

人
々
の
心
の
世
界
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
っ
た
の

か
？　

と
い
っ
た
問
題
も
絶
え
ず
念
頭
に
置
き
な
が
ら
考
え
を
進
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
全
て
が
一
朝
一
夕
に
解
け
る
よ
う
な
問
題
で
は
到
底
な
い
が
、

問
題
意
識
と
し
て
は
腦
裡
に
刻
み
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
？　

こ
の
「
殷
周
革
命
論
」
も
私
な
り
に
研
鑽
を
積
ん
だ
上
で
の

取
り
組
み
で
あ
り
、
ま
だ
ほ
ん
の
僅
か
し
か
進
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
は
あ
る

が
、
如
上
の
問
題
は
常
に
念
頭
に
置
き
つ
つ
進
め
て
き
た
。

こ
の
「
殷
周
革
命
論
」
に
關
し
て
は
、
國
家
論
、
と
り
わ
け
瀧
村
隆
一
氏
の
歷

史
的
國
家
論
や
二
重
權
力
論
を
、
歷
史
學
の
知
見
や
折
口
信
夫
の
民
俗
學
の
知
見

と
關
係
づ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
が
深
ま
っ
た
點
が
多
い
。
ま
た
言
語
學
者
た

ち
の
導
き
に
よ
っ
て
古
代
社
會
に
お
け
る
「
雅
語
」
な
る
も
の
の
世
界
を
知
り
、

言
語
と
文
字
と
の
關
係
を
か
な
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ

て
解
く
こ
と
が
で
き
た
問
題
も
少
な
く
な
い
。「
雅
語
」を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
古
代
に
お
け
る
音
聲
の
世
界
、
音
聲
に
よ
る
言
語
場
を
追
體
驗
す
る
道
が
で

き
た
こ
と
に
よ
っ
て
解
け
た
問
題
、
ま
た
今
後
も
解
け
る
で
あ
ろ
う
問
題
が
意
識

に
上
っ
て
く
る
こ
と
が
增
え
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
論
點
を
整
理
す
る
意
味
で

「

」
字
形
の
捉
え
直
し
に
つ
い
て
再
び
言
及
す
る
が
、
そ
の
際
に
「
史
」
槪
念

を
捉
え
直
す
案
も
提
示
す
る
。「
史
」
に
つ
い
て
は
恩
師
白
川
靜
が
詳
細
か
つ
緻

密
に
論
證
し
た
「
釋
史（

3
）」
と
い
う
論
文
が
あ
る
の
は
周
知
の
通
り
だ
が
、「
史
」

を
暫
定
的
に
史
祭
と
捉
え
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。「
史
」
の
捉
え
方
に
音

聲
の
言
語
場
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
體
的
な
場
に
卽
し
た
案
を
提

示
し
て
み
た
い
。
十
年
前
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
扱
え
る
よ
う
に
な
る
と
は

全
く
豫
想
も
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
す
べ
て
文
字
觀
の
轉
換
が
も
た
ら
し
た
テ
ー

マ
で
あ
る
。一　

白
川
靜
の
口
（

）
字
形
解
釋
の
捉
え
直
し

1　

字
形
を
「
祭
祀
言
語
を
記
し
た
册
書
を
入
れ
た
器
」
と
捉
え
直
し
た
經
緯

「

」
字
形
は
「
祝
辭
（
祝
詞
）
を
入
れ
た
器
」
で
あ
る
と
い
う
白
川
說
を
、「
祭

祀
言
語
（
雅
語
）
を
記
し
た
册
書
を
入
れ
た
器
」
と
捉
え
直
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
書
い
て
き
た
の
で
省
略
す
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
き
っ
か

け
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」

に
見
え
る
「
命
」
字
形
が
「
令
」
字
に
「

」
字
形
が
付
加
さ
れ
た
字
形
で
あ
り
、

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
現
わ
れ
る
「
册
令
」
と
い
う
語
が
「
命
」
と
い
う
語
と

同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
付
い
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。「
命
」

と
「
册
令
」
と
が
同
義
語
の
關
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し

述
べ
て
き
た
こ
と
な
の
で
、
說
明
は
省
略
す
る
が
、「
命
」
が
こ
の
時
期
か
ら
現

わ
れ
る
と
い
う
現
象
に
氣
付
い
た
の
は
私
が
最
初
で
は
な
く
、
實
は
恩
師
白
川
靜

で
あ
っ
た
點
も
興
味
深
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
も
「
令
」
字
に
「

」
字
形
が
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付
加
さ
れ
た
の
が
「
命
」
で
あ
る
と
い
う
說
明
ま
で
加
え
て
い
る
。
だ
が
こ
の
時

期
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
に
は
い
た
ら
ず
、ま
た
「
命
」

と
「
册
令
」
と
が
同
義
語
の
關
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
氣
付
か
れ
な
い
ま
ま
、

「
命
」
が
こ
の
時
期
か
ら
現
わ
れ
る
と
い
う
現
象
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
「
令
」
と
「
命
」
と
を
同
義
語
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
に
も

原
因
が
あ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
原
因
が
、
白
川
の
文
字
觀
、
す
な
わ
ち
文
字

と
い
う
も
の
が
い
き
な
り
文
字
言
語
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
る
文
字
觀
に
發
す

る
も
の
で
あ
る
點
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
文
字
觀
は
、

白
川
が
自
覺
的
に
抱
い
て
い
る
文
字
觀
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
に

意
識
下
に
潛
在
し
て
い
な
が
ら
も
、
何
ら
か
の
理
由
で
意
識
化
さ
れ
る
に
至
っ
て

い
な
い
文
字
觀
と
い
う
も
の
が
、
白
川
の
言
說
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
件
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
「
白
川
の
言
說
に
胚
胎
す
る
文
字
觀
」
で
改
め
て
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
博
識
に
し
て
か
つ
多
角
的
な
思
考

を
驅
使
す
る
あ
の
白
川
に
し
て
、
祭
祀
儀
禮
の
場
に
お
け
る
口
頭
言
語
（
雅
語
）

と
い
う
音
聲
の
世
界
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
非

常
に
意
外
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
私
な
り
に
か
な
り
の
年
月
を
か

け
た
上
で
確
か
め
た
こ
と
な
の
で
閒
違
い
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
前
述
の
原
因
が

こ
の
點
に
歸
す
る
と
考
え
る
外
は
な
い
と
結
論
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
樣
々
な
未
解
決
の
問
題
の
所
在
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、『
金
文
通
釋
』
に
は
こ
の
よ
う
な
言
語
現
象
に
關
す
る
重
要
な
指

摘
が
隨
處
に
見
ら
れ
、
語
の
用
法
・
用
例
を
常
に
念
頭
に
お
き
な
が
ら
解
讀
し
て

い
る
白
川
の
姿
勢
に
は
な
は
だ
啓
發
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た

言
語
現
象
の
も
つ
意
味
を
更
に
一
歩
を
進
ん
で
分
析
す
る
人
が
皆
無
に
等
し
い
の

は
大
變
殘
念
な
こ
と
で
あ
る
。
中
に
は
、
白
川
文
字
學
は
用
例
に
基
づ
か
な
い
學

問
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
見
て
き
た
よ
う
な
嘘
を
平
氣
で
述
べ
立
て
る
人
ま
で

い
る
の
に
は
驚
く
ほ
か
は
な
い
。
お
そ
ら
く
『
金
文
通
釋
』
を
熟
讀
す
る
す
る
こ

と
な
く
、
自
分
に
と
っ
て
必
要
と
思
え
る
箇
所
だ
け
部
分
的
に
拾
い
讀
み
す
る
の

で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
問
題
提
示
を
見
落
と
す
だ
け
で
な
く
、
誤
讀
や
誤
解
を
し
て

し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

「
命
」
と
「
册
令
」
と
が
同
義
語
の
關
係
に
あ
り
、「

」
字
形
は
「
祝
辭
」
な

ら
ぬ
「
祭
祀
言
語
（
雅
語
）」
の
類
を
記
し
た
册
書
を
入
れ
た
器
で
あ
る
と
い
う

捉
え
方
は
、《
頌
壺
》
に
見
え
る
、
王
の
「
令
書
」
や
「
令
册
」
が
見
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
頌
、
拜
し
て
稽
首
し
、
令
册

4

4

を
受
け
佩
び
て
以
て
出
づ
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
官
職
に
任
命
さ
れ
た
人
物

（
頌
）
が
こ
れ
を
持
っ
て
歸
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
興
味
深
い
現
象
に
つ
い

て
言
及
し
て
お
こ
う
。

頌
氏
は
周
系
氏
族
で
あ
る
が
、頌
と
は
別
に
史
頌
と
い
う
呼
稱
も
も
つ
。《
頌
壺
》

と
《
史
頌
鼎
》・《
史
頌

》
と
で
は
同
じ
氏
族
の
銘
文
で
は
あ
る
が
內
容
に
か
な

り
違
い
が
あ
る
。
前
者
が
孝
王
期
、
後
者
が
夷
王
期
の
靑
銅
器
で
あ
る
こ
と
は
白

川
『
金
文
通
釋
』
で
多
方
面
か
ら
詳
細
に
わ
た
る
考
證
が
な
さ
れ
て
お
り
非
常
に

說
得
力
が
あ
る（

4
）。
こ
の
こ
と
は
、
當
初
は
單
に
頌
と
呼
ば
れ
て
い
た
氏
族
が
後

に
史
頌
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
西
周
前
期
ま
で
は
も
っ
ぱ
ら
殷
系
氏
族
が
史
の
職
を
擔
掌
し
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
あ
た
り
か
ら
周
系
氏
族
も
史
の
職
掌
の
中
に
入
っ
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
史
は
任
官
式
を
擔
掌
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
任

官
式
の
中
で
は
史
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
册
書
」
が
、
任
官
さ
れ
る
者
に
手
渡
さ
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れ
る
と
い
う
次
第
に
な
っ
て
い
る
。

も
し
も
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、《
頌
壺
》
に
記
さ
れ
た
孝
王
期
の
任
官
式

の
場
で
「
册
書
」
を
渡
さ
れ
た
頌
が
、
夷
王
期
に
な
る
と
史
頌
と
し
て
任
官
式
の

場
を
掌
っ
て
お
り
、
今
度
は
「
册
書
」
を
作
る
側
に
轉
ず
る
と
い
う
動
向
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
夷
王
期
の
史
頌
の
銘
文
に
は「
册
書（
令
册
あ
る
い
は
令
書
）」

と
い
う
言
葉
が
出
て
こ
な
い
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
推
定
す
る
材
料
に
な
っ
て
お

り
、前
に
紹
介
し
た
白
川
の
考
證
と
も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
《
頌
壺
》

の
銘
文
は
原
稿
用
紙
の
よ
う
な
方
眼
狀
の
升
目
に
文
字
が
入
れ
ら
れ
た
金
文
で
あ

る
が
、
元
々
文
字
を
使
わ
な
か
っ
た
周
系
氏
族
の
頌
氏
が
こ
の
よ
う
な
形
で
文
字

を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
任
官
式
で
「
册
書
」
を
受

領
し
て
そ
れ
を
持
っ
て
歸
る
こ
と
ま
で
細
述
し
て
い
る
の
は
、
氏
族
の
職
掌
の
由

來
を
祖
祭
の
際
に
語
り
、子
々
孫
々
ま
で
傳
え
る
意
味
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

西
周
前
期
に
お
い
て
文
字
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
殷
系
氏
族
で
あ
る
が
、

周
系
氏
族
側
で
は
當
初
王
室
內
や
そ
の
周
邊
の
周
公
な
ど
ご
く
一
部
の
者
だ
け
が

文
字
を
使
え
た
狀
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
周
系
氏
族
に
お
い
て
も
、
徐
々
に
、

極
め
て
緩
慢
に
、識
字
過
程
が
進
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
る
一
端
を
《
頌
壺
》

の
銘
文
が
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。

2　

文
字
觀
の
轉
換
に
よ
る
史
と
使
の
捉
え
直
し
の
始
ま
り

史
（

）
と
使
（

）
の
槪
念
を
再
檢
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
ず
恩
師
白
川

靜
の
提
示
し
た
槪
念
を
整
理
し
た
上
で
、
そ
れ
を
文
語
的
な
特
別
な
口
頭
言
語
で

あ
る
「
雅
語
」
の
世
界
の
中
に
置
い
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
方
向
で
進

め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
件
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
機
會
あ
る
毎
に
言
及
し

て
き
た
の
で
、
で
き
る
だ
け
考
證
の
重
複
は
避
け
問
題
の
核
心
に
入
り
た
い
と
思

う
。白

川
に
よ
る
「
史
」
槪
念
の
捉
え
方

史
の
槪
念
に
つ
い
て
は
白
川
の
「
釋
史
」
や
「
作
册
考（

5
）」
と
い
う
緻
密
か
つ

周
到
な
論
證
が
あ
り
疑
い
な
い
ま
で
の
形
で
結
論
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
提
示

さ
れ
た
の
は
、
祝
辭
（
祝
詞
）
を
入
れ
た
器
（

）
を
捧
持
し
て
史
祭
を
行
な
う

と
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
が
祖
神
や
自
然
神
を
對
象
と
す
る
祭

祀
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
殷
王
朝
の
祭
祀
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
絞
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
た
だ
、
祖
先
神
や
自
然
神
に
對
す
る
祭
祀
と
い
う

點
で
は
共
通
性
を
も
つ
「
告
」
と
い
う
祭
祀
の
場
合
な
ら
、
王
朝
に
と
っ
て
危
急

の
際
に
神
の
祐
助
を
求
め
る
た
め
に
行
な
う
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
た
の
だ
が
、「
史
」
の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
示
す
具
體
的
な
用
例

が
な
か
っ
た
た
め
、
殷
王
朝
の
祭
祀
の
一
種
と
捉
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
日
本
の
月
次
祭
の
よ
う
な
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
祭
祀
で
は
な
い

か
と
い
う
案
も
示
さ
れ
、「
史
祭
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

暫
定
的
な
處
置
で
あ
っ
た
。
白
川
文
字
學
第
二
世
代
と
し
て
は
、
こ
の
宙
づ
り
狀

態
の
ま
ま
の
暫
定
案
を
も
う
少
し
前
に
進
め
て
み
た
い
と
思
う
。

白
川
に
よ
る
「
使
」
槪
念
の
捉
え
方

「
使
」は「
史
」字
形
の
上
部
に

枝
や
吹
流
し
が
付
け
ら
れ
た
字
形
で
あ
る
が
、

相
似
た
字
形
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
少
數
な
が
ら
混
用
さ
れ
る
例
も
あ
る
た
め
、

そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
文
字
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
も
前
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掲
の
論
文
の
中
で
用
例
の
徹
底
し
た
分
析
が
行
な
わ
れ
、
說
得
力
に
富
む
形
で
整

理
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
祝
辭
（
祝
詞
）
を
入
れ
た
器
（

）
を
捧
持
し
て
自
然
神

（
河
・
岳
）
や
諸
族
に
出
向
き
、
そ
こ
で
「
史
祭
」
を
行
な
う
と
い
う
理
解
の
仕

方
で
あ
っ
た
。「
史
」
を
「
史
祭
」
と
捉
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
使
者
が
出
向
い

た
諸
族
に
お
い
て
も
「
史
祭
」
を
行
な
う
と
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
解
釋
は
「
史
」
を
「
史
祭
」
と
見
な
す
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
、
白
川

自
身
も
、
そ
う
考
え
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。

だ
が
「
使
」
と
い
う
語
は
、
先
ず
は
使
者
を
派
遣
す
る
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
同
じ
「
使
」
と
い
う
語
が
、
使
者
の
出
向
い
た
先

の
諸
族
に
お
い
て
「
史
祭
」
す
な
わ
ち
殷
王
朝
の
祖
先
神
を
祭
る
祭
祀
を
も
行
な

う
と
い
う
捉
え
方
に
な
っ
て
い
る
。
が
、
こ
う
し
た
か
な
り
位
相
の
異
な
る
槪
念

を
「
使
」
一
語
に
も
た
せ
る
こ
と
に
對
し
て
、
私
は
言
語
的
な
解
釋
と
し
て
は
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
漠
然
と
な
が
ら
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
使
」

一
字
で
と
い
う
よ
り
も
「
使
」
一
語
で
、
使
者
を
派
遣
す
る
意
味
の
動
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
、
そ
の
上
さ
ら
に
諸
族
に
お
い
て
、
殷
の
祭
祀
の
一
種
と
し
て
の
「
史

祭
」
を
行
な
う
と
い
う
意
の
動
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
捉
え
方
に
、
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
を
す
る
根
底

に
、
文
字
言
語
と
い
う
文
字
觀
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
当
初
か
ら

漠
然
と
感
じ
て
は
い
た
の
だ
が
、
私
自
身
も
ご
多
分
に
も
れ
ず
文
字
言
語
と
い
う

文
字
觀
の
中
で
考
え
る
習
慣
が
つ
い
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
問
題
視
す
る
ま
で
に

は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
文
字
が
生
ま
れ
た
後
で
も
、
口
頭
言
語
の
世
界
、
音

聲
中
心
の
世
界
が
何
百
年
も
續
く
と
い
う
、
世
界
的
に
見
て
普
遍
的
な
現
象
が
あ

る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
複
雜
な
槪
念
を
一
語
に
も
た
せ
た
言
葉
を
果
し
て

具
體
的
な
場
で
發
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し

た
と
こ
ろ
へ
、
口
頭
言
語
に
は
日
常
生
活
で
用
い
る
一
般
的
な
言
語
（
俗
語
）
の

他
に
、
特
別
な
時
に
だ
け
用
い
ら
れ
る
文
語
的
な
口
頭
言
語
（
雅
語
）
が
ど
の
民

族
に
も
あ
る
と
い
う
、
言
語
學
者
の
說
に
出
會
っ
て
、
長
年
の
謎
が
氷
解
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
口
頭
言
語
の
あ
り
方
を
想
定
し
な
が
ら
私
な
り
に
得
た
結
論
は
、

「
使
」
は
王
の
使
者
が
諸
族
に
出
向
き
（
王
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
）、
諸
族
の
地
で

王
の
代
理
と
し
て
王
の
言
葉
を
傳
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
は
な
い
か
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
口
頭
で
發
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
王

命
を
傳
え
る
場
は
、
祭
祀
儀
禮
の
場
と
し
て
設
定
さ
れ
、
一
定
の
手
續
き
で
行
な

わ
れ
た
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
王
命
傳
達
の
形
態
は
古
代
特
有
の
も
の
で
、
必
ず

口
頭
で
發
せ
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
理
解
の
仕
方
は
、
早
川
庄
八
氏
の
綿
密
な
研

究
に
よ
っ
て
敎
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た（

6
）。

一
方
、
諸
族
に
お
い
て
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
か
ど
う
か
を
問
う
と
い
う
卜
辭
の

あ
る
こ
と
も
、思
い
起
こ
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
載
王
事
（
王
事
を
載お

こ

な
う
）」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
も
白
川
訓
詁
學
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
物
語
る
も
の
で

あ
る
が
、
古
代
文
獻
の
分
析
と
卜
辭
の
用
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
卜
辭
に
見
え
る

「
載
王
事
」
と
い
う
修
辭
を
、
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
と
析

出
し
た
の
で
あ
る
。「
使
」で
示
さ
れ
る
王
朝
の
使
者
が
出
向
い
た
諸
族
に
お
い
て
、

殷
の
祭
祀
を
行
な
う
こ
と
を
迫
る
文
言
を
發
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
載
王
事
」

と
い
う
語
で
あ
っ
て
、「
使
」
と
い
う
語
に
ま
で
そ
の
よ
う
な
槪
念
を
持
た
せ
る

必
要
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
史
」
と
「
使
」

の
關
係
、共
通
性
と
差
異
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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「
史
」
と
「
使
」
の
捉
え
直
し
に
つ
い
て
は
、
こ
の
考
え
を
進
め
た
上
で
改
め
て

私
案
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う

3　

史
と
使
の
槪
念
の
再
定
義
と
令
・
命
の
關
係
に
つ
い
て

「
史
」
槪
念
の
再
定
義

「
史
」
の
甲
骨
文
の
用
例
が
殷
墟
甲
骨
第
一
期
す
な
わ
ち
武
丁
期
に
集
中
し
て

い
る
事
實
が
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
甲
骨
文
が
誕
生
す
る
問
題
と
密
接
な

關
係
が
あ
る
重
要
な
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
王
命
を
發
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
祭
祀
儀
禮
の
場
で
、
武
丁
（
高
宗
）
が
「
三
年
不
言
」
で
あ
っ

た
と
い
う
有
名
な
傳
承
が
あ
る
。
こ
の
件
は
高
宗
に
ま
つ
わ
る
傳
承
の
中
で
最
も

よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
實
と
し
て
受
け
と
め
る
他
は
あ
る
ま

い
。
だ
か
ら
こ
そ
文
字
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
を
含

ん
だ
傳
承
で
も
あ
る
。
こ
の
件
は
拙
著
『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論
』
で
言
及
し
た

こ
と
な
の
で
ご
參
照
願
う
と
し
て
、
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
た
い
こ
と
は
、「
史
」

字
は
「

」
を
捧
持
す
る
形
姿
で
あ
り
、
そ
の
「

」
の
中
に
「
祭
祀
言
語
を
記

し
た
册
書
」
が
入
る
と
捉
え
直
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
の
、「
史
」
と
い
う

語
の
具
體
的
な
槪
念
の
こ
と
で
あ
る
。

「

」
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
册
書
に
は
王
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
言
葉
を
王
の
代
理
の
も
の
が

誦
す
る
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。『
尚
書
』「
說

命
」
篇
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
そ
の
よ
う
な
人
物
は
「
傅
說
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
傳
承
上
の
人
名
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
實
名
と
斷
定
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、「
史
」
の
用
例
が
武
丁
期
の
み
に
見
ら
れ
る

現
象
か
ら
す
る
と
、
神
々
に
奏
上
す
る
言
葉
を
口
頭
で

誦
す
る
の
は
「
三
年
不

言
」
と
言
わ
れ
た
王
（
武
丁
）
で
は
な
く
、
代
理
の
者
が
そ
れ
を
行
な
っ
た
と
見

る
の
が
自
然
な
解
釋
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
考
え
て
こ

そ
、
西
周
金
文
の
「
史
」
が
使
役
の
意
を
示
す
用
例
を
も
言
語
的
に
說
明
し
う
る

の
で
あ
る
。
史
祭
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
し
ま
う
と
、
こ
う
し
た
具
體
的
な
含
み

を
考
え
る
す
べ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

「
史
」
が
使
役
の
意
に
用
い
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
は
白
川
も
掌
握
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
使
い
方
が
さ
れ
る
の
か
と
い
う
言
語
的
な
說
明
は

な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
史
」
を
史
祭
と
捉
え
た
こ
と
と
の
關
係
に

も
終
に
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
。「
史
」
字
が
使
役
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
金

文
の
例
は
私
の
調
べ
た
限
り
で
は
左
記
の
五
例
で
あ
る
。
時
期
的
に
は
西
周
前
期

か
ら
中
期
に
か
け
て
の
銘
文
で
、
後
期
の
例
は
見
當
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
殷
文
化

の
名
殘
が
ま
だ
色
濃
く
殘
っ
て
い
た
時
期
の
使
い
方
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
今
は
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
槪
念
の
問
題
に

絞
っ
て
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

①  

王
姜
史0

叔
使0

于
大
𠍙　
（
王
姜
、叔
を
し
て
大
保
に
使
せ
し
む
。）《
叔
隋
器
》

集
成
４
１
３
３

②  

公
史0

鰻
使0

又
粨　
（
公
、
鰻
を
し
て
粨
を
右た
す

け
し
む
）《
公
史

》
集
成

３
８
６
２

③
天
君
𦹋
公

曆
、
史0

易
公

魚
三
百　
《
公

鼎
》
集
成
７
５
３

（
天
君
、
公

の
曆
い
さ
を
しを

𦹋あ
ら

は
し
、
公

に
魚
三
百
を
賜た
ま

は
し
む
）

④
寧
史0

易
耳
（
寧
、
耳
に
賜
は
し
む
）《
耳

》
集
成
５
３
８
４

⑤
𨕘
從
、
師

父

。
史0

𨕘
使0

于

侯
。《
𨕘

》
集
成
９
４
８
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（
𨕘
從
ふ
。
師
雍
父
、

す
。
𨕘
を
し
て

侯
に
使
せ
し
む
。）

①
・
②
・
⑤
の
例
で
は
「
史
（

）」「
使
（

）」
の
兩
方
が
用
い
ら
れ
、
前

者
が
使
役
の
意
、
後
者
が
使
い
す
る
の
意
に
用
い
ら
れ
て
、
は
っ
き
り
と
使
い
分

け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
念
の
た
め
に
記
し
て
お
け
ば
、
使
役
と
は
別
の
者
に
代
理

で
な
さ
し
め
る
行
爲
を
い
う
。
殷
代
後
期
に
起
源
を
も
つ
「
史
」
が
西
周
時
代
に

入
る
と
任
官
式
の
場
を
擔
掌
し
、
王
の
代
理
と
し
て
王
命
を
發
す
る
仕
事
に
攜
わ

る
の
も
「
史
」
の
原
義
が
そ
の
よ
う
な
意
味
を
內
包
す
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

原
義
を
考
え
る
と
い
う
觀
點
か
ら
す
る
と
、
甲
骨
文
の
用
例
で
考
え
る
こ
と
に
な

る
が
、「
史
」
も
「
使
」
も
武
丁
期
に
の
み
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
り
、
そ
の
後
は

用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
語
で
あ
る
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
念
頭
に
置
い
て
お

く
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
再
度
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
く
ど
い
感
じ
が

す
る
が
、
武
丁
は
「
高
宗
亮
陰
、
三
年
不
言
」
と
傳
承
さ
れ
て
き
た
王
で
あ
る
。

祭
祀
儀
禮
の
場
で
、
も
の
言
わ
ぬ
王
の
代
わ
り
に
、
王
の
言
葉
を
發
す
る
行
爲
を

「
史
」
と
い
う
語
で
表
わ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
理
解
の
仕
方
で

あ
る
。
そ
こ
に
使
役
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。
そ
の
よ

う
な
代
理
を
務
め
る
者
を
「
史
」
と
讀
ん
で
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
我
が
國
で
は
王
（
天
皇
）
の
代
理
で
王
命
（
詔
）
を
發
す
る
者

の
こ
と
を
「
み
こ
と
も
ち
」
と
呼
ん
で
い
た
の
は
、
今
捉
え
直
し
た
「
史
」
の
槪

念
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
册
書
を
作
る
仕
事
を
作
册
と
呼
ん
で
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、「
史
」
と
い
う
行
爲
に
作
册
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
た
ち
が
關
與

し
て
い
た
可
能
性
も
高
い
と
思
わ
れ
る
。「
史
」
と
い
う
行
爲
に
關
わ
る
こ
う
し

た
一
連
の
職
事
が
、西
周
時
代
に
な
っ
て
再
び
表
舞
臺
に
立
つ
よ
う
に
な
る
の
が
、

「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」
に
記
さ
れ
た
金
文
の
時
期
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
使
」
槪
念
の
再
定
義

「
使
」
の
甲
骨
文
の
用
例
も
「
史
」
と
同
樣
に
殷
墟
甲
骨
第
一
期
す
な
わ
ち
武

丁
期
に
集
中
し
て
い
る
。「
使
」
の
場
合
、
專
ら
使
者
と
し
て
他
部
族
や
自
然
神

に
赴
く
用
例
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
王
の
代
理
と
し
て
の
使
者
が
赴
い
た
先
の
部

族
や
自
然
神
の
前
で
王
命
を

誦
す
る
行
爲
を
指
す
と
解
す
る
の
が
良
い
だ
ろ

う
。
こ
の
場
合
も
「

」
字
形
を
含
む
の
で
、
そ
の
中
に
祭
祀
言
語
（
雅
語
）
で

あ
る
王
の
言
葉
を
記
し
た
册
書
が
入
っ
て
お
り
、
王
命
傳
達
の
公
の
場
す
な
わ
ち

祭
祀
儀
禮
の
場
で
、
王
の
言
葉
（
王
命
）
を

誦
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
白

川
の
解
釋
で
は
暫
定
的
な
が
ら
「
史
」
を
史
祭
と
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

祭
政
一
致
の
時
代
に
お
い
て
は
王
命
傳
達
の
場
も
祭
祀
儀
禮
の
場
な
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
史
祭
を
捉
え
る
な
ら
ば
修
正
の
必
要
は
な
い
の
か
も
知

れ
な
い
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
史
祭
と
い
う
語
の
ま
ま
で
は
政
治
的
な
意
味
合

い
を
帶
び
て
い
る
發
令
の
場
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
の
、
祕
儀
的
な
意
味
で
の
祭
祀

儀
禮
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
曖
昧
に
な
り
や
す
い
の
で
、
私
自
身
は
積
極
的
に
使

う
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
。
師
の
說
を
說
明
す
る
際
の
必
要
上
や
む
を
え
ず「
史
祭
」

と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
「
史
」
槪
念
の
捉
え
方
に
ま

だ
不
明
な
要
素
が
あ
る
段
階
で
、
取
り
敢
え
ず
は
暫
定
的
に
捉
え
て
お
く
た
め
に

措
定
し
た
の
が
「
史
祭
」
だ
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
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二　

白
川
の
言
說
に
胚
胎
し
て
い
た
文
字
觀

こ
れ
ま
で
私
が
提
示
し
た
文
字
觀
と
い
う
言
い
方
を
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に

あ
た
か
も
白
川
靜
の
文
字
觀
と
全
く
異
な
る
文
字
觀
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を

與
え
て
き
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
私
は
も
と
も
と
白
川
靜
に
師
事
す
る
た
め
に

大
學
を
選
び
、
師
の
學
術
論
文
を
學
生
時
代
か
ら
熱
心
に
讀
ん
で
き
た
學
徒
で
あ

る
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
白
川
文
字
學
の
立
場
に
立
っ
て
學
問
的
な
追
究
に
勵
ん

で
き
た
一
人
で
あ
る
。
だ
が
白
川
の
論
理
明
晰
な
學
術
論
文
に
深
く
傾
倒
し
な
が

ら
も
、
時
々
必
ず
し
も
明
晰
で
な
い
箇
所
、
と
い
う
よ
り
も
他
の
箇
所
と
比
べ
れ

ば
い
ま
ひ
と
つ
論
理
的
に
透
徹
し
て
い
な
い
と
感
じ
る
箇
所
に
出
く
わ
す
こ
と
が

あ
っ
た
。
論
理
的
な
矛
盾
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
表
現
で
は
す
っ
き

り
理
解
で
き
な
い
箇
所
と
い
っ
た
方
が
適
切
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
あ
ま
り
器
用

な
人
閒
で
は
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
箇
所
が
記
憶
に
殘
り
、
未
消
化
の
箇
所
、
あ

る
い
は
未
解
決
な
箇
所
と
し
て
永
く
腦
裡
の
片
隅
に
殘
り
續
け
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
隨
分
時
閒
が
經
過
し
て
忘
れ
か
け
て
い
た
あ
る
時
に
、
そ
の
解
決
案
と
で
も

い
う
か
、
す
っ
き
り
理
解
で
き
る
考
え
方
が
ふ
と
浮
か
ぶ
と
い
う
現
象
に
出
會
う

こ
と
に
な
る
。
私
の
提
示
し
た
文
字
觀
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

私
の
提
示
し
た
文
字
觀
は
も
と
も
と
師
の
言
說
に
胚
胎
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、

本
來
な
ら
白
川
靜
が
提
示
す
べ
き
文
字
觀
だ
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
正
直
な
感
想

で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
他
に
も
あ
る
こ
と
か
ら
「
白
川
文
字
學
第
二
世
代
」

な
ど
と
名
告
る
よ
う
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

師
の
文
字
觀
が
よ
く
出
て
い
る
言
說
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
專
門
的

著
作
で
あ
る
『
說
文
新
義
』
の
引
用
が
主
に
な
る
が
、
一
般
書
『
漢
字
の
世
界
』

か
ら
も
引
用
す
る
。　
（
注
）
傍
點
と
〔
体
系
〕
の
補
記
は
高
島
に
よ
る
。

1　
『
說
文
新
義
』
通
論
篇
か
ら（

7
）

象
形
・
指
事
・
會
意
は
み
な
表
意
的
な
造
字
法
で
あ
る
が
、
文
字
は
中
國

に
お
い
て
は
語
を
表
記
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
音
を
も
示
し
う
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
中
國
に
は
、
嚴
密
な
意
味
で
の
音
標
文
字
は
な
い
。

原
則
と
し
て
、
表
意
文
字
の
も
つ
音
が
、
表
音
的
に
他
に
も
利
用
さ
れ
る
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

0

0

0

。
從
っ
て
單
體
の
字
に
は
、
表
音
的
要
素
を
も
た
な
い
。
複
體
の
字

に
は
、
た
と
え
ば
會
意
字
の
場
合
、
そ
の
要
素
の
一
が
同
時
に
音
を
示
し
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
意
符
が
同
時
に
聲
符
で
あ
る
と
い
う
と
き
、

こ
れ
を
亦
聲
と
い
う
。（
五
一
〜
五
二
頁
）

嚴
密
に
い
え
ば
、
假
借
と
は
字
の
本
義
が
失
な
わ
れ
、
聲
を
以
て
他
の
義

に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
卜
文
中
に
す
で
に
四
方
や
干
支
の
名
、
不
勿

弗
于
之
玆
我
今
昔
な
ど
の
字
が
あ
る
。
み
な
字
形
を
以
て
示
し
が
た
い
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
文
字
成
立
の
當
初
か
ら
そ
の
義
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
文
字
が
こ
と
ば
の
全
體
を
表
記
す
る
體
系
を
も
つ
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
は
、
形
象
化
し
が
た
い
形
式
語
・
觀
念
語
の
表
記
法
と
し
て
、
表
音
的
方

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

法
、
象
形
文
字
の
體
系
に
あ
っ
て
は
假
借
を
用
い
る
必
要
が
あ
り
、
逆
說
的

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

で
は
あ
る
が
、
象
形
文
字
の
體
系
は
假
借
字
の
發
見
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
い
え
る
の
で
あ
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

 

本
來
表
意
的
で
あ
る
文
字
を
表
音
的
に
使
用
し
え
た

と
き
に
、
は
じ
め
て
こ
と
ば
の
體
系
を
文
字
に
寫
す
こ
と
が
で
き
る
。
從
っ

て
假
借
の
法
は
、
文
字
成
立
の
條
件
と
な
る
。

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

こ
の
こ
と
は
、
象
形
文
字
と
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し
て
成
立
し
た
古
代
文
字
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

（
五
九
頁
）

2
『
漢
字
の
世
界（

8
）』「
第
1
章　

文
字
原
始
」〈
六
書
と
文
字
学
〉
か
ら

文
字
の
制
作
者
た
ち
が
、
そ
の
制
作
の
原
理
と
し
て
神
か
ら
得
た
啓
示
と

は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
文
字
を
、
こ
と
ば
を
し
る
す
も
の
と
し
て
、
音

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

記
号
と
し
て
も
機
能
さ
せ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
象
形
は
形
と
義
を
示
す
が
、

そ
れ
を
音
記
号
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
音
記
号
と
し
て
の
機

能
の
み
を
抽
出
し
て
、
象
形
的
方
法
で
あ
ら
わ
し
え
な
い
こ
と
ば
、
た
と
え

ば
代
名
詞
や
副
詞
・
助
動
詞
な
ど
も
音
的
に
表
記
す
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
文
字〔
体

0

0

 

0

系
〕
は
こ
の
原
理
の
発
見
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

は
ど
の
古
代
文
字
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

0

0

0

0

0

0
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デ
ッ
サ
ン
的
な
方
法
は
絵
文

字
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、文
字
で
は
な
い
。
文
字
は
象
形
か
ら
出
発
す
る
が
、

象
形
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。（
一
〇
頁
）

『
說
文
新
義
』
通
論
篇
で
は
、
傍
點
を
施
し
た
箇
所
に
注
目
し
て
頂
け
れ
ば
分

か
る
と
思
う
の
だ
が
、「
表
意
文
字
の
も
つ
音
が
、
表
音
的
に
他
に
も
利
用
さ
れ

る
の
で
あ
る
。」
の
箇
所
は
、
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
文
字
の
體
系
が
で

き
る
（
す
な
わ
ち
文
字
の
誕
生
）
に
は
表
音
機
能
を
實
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
甲
骨
文
の
場
合
、
他
の
象
形
文
字
を
借
り
て
表
音
機
能
を
實
現
し
た
の
で

あ
る
、
と
で
も
言
い
換
え
れ
ば
す
っ
き
り
す
る
所
で
あ
ろ
う
。「
表
音
的
に
」
が

曖
昧
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
が
、
別
の
象
形
字
を
借
用
（
轉
用
）
し
て
表
音
機

能
を
實
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
抽
象
的
な
意
味
を
表
わ
す
語
な
ど

象
形
し
よ
う
の
な
い
語
は
語
音
を
示
す
し
か
方
法
が
な
い
の
で
、
そ
の
語
音
を
表

示
す
る
た
め
に
他
の
象
形
字
を
借
り
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
別
の
象
形
字
を
借

用
（
轉
用
）
し
て
表
音
機
能
を
實
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
次
の
引
用

文
で
は
「
表
音
的
方
法
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
「
表
音
機
能
を
實
現
す
る
方
法
」

と
で
も
し
た
方
が
論
理
的
に
す
っ
き
り
す
る
所
で
あ
る
。

『
漢
字
の
世
界
』
で
は
、「
代
名
詞
や
副
詞
・
助
動
詞
な
ど
を
音
的
に
表
記
す
る

の
で
あ
る
」
の
と
こ
ろ
が
、
前
述
し
た
こ
と
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま

た
「
音
的
に
表
記
す
る
」
と
い
う
曖
昧
な
、
踏
ん
切
り
の
惡
い
表
現
が
な
さ
れ
て

い
る
。「
○
的
に
」
と
い
う
便
利
な
表
現
は
、
論
理
的
な
整
理
が
曖
昧
な
ま
ま
表

現
で
き
て
し
ま
う
缺
點
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
も
「
別
の
文
字
に
表
音
機
能
を
持

た
せ
る
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
文
字
を
、
こ
と
ば
を
し
る
す
も
の
と
し
て
、
音
記
號
と
し
て
も
機
能
さ
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。」は「
表
音
機
能
を
も
た
せ
る
文
字
」の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

「
文
字〔
体
系
〕は
こ
の
原
理
の
発
見
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
ど
の
古
代
文
字
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。」
の
箇
所
は
、
文
字
体
系
が

成
立
す
る
た
め
に
は
表
音
機
能
を
担
わ
せ
る
文
字
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
引
用
箇
所
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
白
川
靜
は
、
文
字
の
體
系
す
な
わ
ち

書
記
シ
ス
テ
ム
が
成
立
す
る
た
め
に
は
表
音
機
能
を
實
現
す
る
必
要
が
あ
り
、
象

形
字
に
よ
っ
て
そ
れ
を
實
現
す
る
た
め
に
は
他
の
象
形
字
を
借
り
て
表
音
機
能
を

擔
わ
せ
る
他
は
な
い
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
文
字
と
は
口
頭
で
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〇

發
せ
ら
れ
た
言
語
を
記
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
潛
在
的
に
も
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
命
題
に
仕
上
げ
る
に
い
た
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
？　

今
に
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
口
頭
言
語
に
は

日
常
生
活
の
中
で
用
い
ら
れ
る
俗
語
と
は
別
に
、「
雅
語
」
と
呼
ば
れ
る
文
語
的

な
口
頭
言
語
の
存
在
が
あ
る
こ
と
を
御
存
知
な
か
っ
た
と
い
う
し
か
な
い
の
で
あ

る
。
長
ら
く
恩
師
白
川
靜
の
專
門
的
な
著
作
も
一
般
書
も
讀
み
込
ん
で
き
た
つ
も

り
で
あ
る
が
、前
述
し
た
意
味
で
の
「
雅
語
」
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
を
確
か
め
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
私
な
り
に
合
點
す
る
に
い
た
っ
た

の
で
あ
る
。
思
え
ば
隨
分
長
い
道
の
り
で
あ
っ
た
。
白
川
靜
の
漢
字
關
係
の
一
般

書
の
冒
頭
が
非
常
に
難
解
な
の
は
、
こ
の
こ
と
と
無
關
係
で
は
な
い
。
甲
骨
文
の

誕
生
を
文
字
言
語
の
成
立
と
し
て
力
說
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
口
頭
で
發
せ
ら
れ

る
言
語
を
文
字
で
表
現
し
た
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
て
、
い
き
な
り
文
字
言
語

が
成
立
し
た
か
の
よ
う
な
言
說
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
言
說
は
、

今
し
が
た
引
用
し
た
文
字
觀
と
は
論
理
的
に
み
て
十
分
に
マ
ッ
チ
し
て
い
な
い
。

こ
こ
に
難
解
さ
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。

こ
の
節
を
ま
と
め
る
に
當
っ
て
念
の
た
め
に
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
白
川

靜
の
言
說
が
胚
胎
し
て
い
た
文
字
觀
が
、「
雅
語
」
の
存
在
と
出
會
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
國
に
お
け
る
文
字
體
系
の
理
解
が
現
實
に
卽
し
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。三　

歷
史
の
動
向
と
文
字
使
用
の
進
展

第
一
節
で
は
、
册
令
（
命
）
形
式
金
文
の
中
に
出
て
く
る
「
册
書
」
が
契
機
と

な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
文
字
を
使
わ
な
か
っ
た
氏
族
が
文
字
を
知
り
そ
れ
を
記
す
よ

う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
推
測
は
、
こ

れ
ま
で
私
が
樣
々
な
形
で
展
開
し
て
き
た
テ
ー
マ
を
積
み
重
ね
る
中
で
ご
く
自
然

に
導
か
れ
る
結
論
で
あ
る
が
、
こ
の
話
題
に
初
め
て
觸
れ
る
人
は
途
惑
わ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
ま
た
い
き
な
り
文
字
言
語
が
成
立
し
た
と
い
う
文
字
觀
を
持
っ
て

い
る
と
、
そ
う
し
た
推
測
す
ら
思
い
浮
か
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
こ

で
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
私
の
展
開
し
て
き
た
テ
ー
マ
か
ら

導
き
出
し
た
事
柄
を
、
常
識
的
な
知
見
を
も
交
え
て
簡
潔
に
記
し
て
お
く
こ
と
に

す
る
。
槪
論
風
に
記
述
す
る
と
膨
大
な
量
に
上
る
の
で
、
今
回
は
箇
條
書
き
の
形

式
を
採
っ
た（

9
）。

〔
動
向
〕
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
重
要
な
出
來
事
を
記
し
た
が
、
文
字
使

用
の
問
題
と
關
連
し
て
い
る
事
柄
を
中
心
に
し
た
。

〔
文
字
使
用
〕
で
は
、
こ
の
項
目
だ
け
を
讀
ん
で
も
文
字
使
用
の
歷
史
の
槪
要

が
分
か
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
る
が
、〔
動
向
〕
に
記
し
た
歷
史
的
出
來
事
と
關

連
づ
け
て
い
る
の
で
、〔
動
向
〕
で
記
し
た
こ
と
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
讀
ん
で

頂
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

殷
代
末
期
（
殷
墟
甲
骨
第
五
期
）

〔
動
向
〕

殷
の
紂
王
（
帝
辛
）、
周
の
文
王
（
西
伯
）。

周
の
文
王
が
殷
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
る
（
卜
辭
の
「
王
事
を
載お

こ
なう
」）。「
西

伯
」
と
呼
ば
れ
る
。

殷
の
宗
敎
的
權
力
（
權
威
）
と
西
周
の
政
治
的
權
力
と
の
竝
立
狀
態
。
二

重
權
力
の
樣
相
。



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
一
號

一
一

殷
王
朝
が
新
思
想
派
と
舊
思
想
派
と
に
分
裂
す
る
樣
相
を
呈
し
て
い
た
。

 

（
高
島
の
史
觀
）

殷
の
宗
敎
體
制
の
中
で
「
西
事
召
」
と
呼
ば
れ
殷
王
朝
を
外
郭
か
ら
支
え

て
い
た
召
族
が
西
周
側
に
付
く
。

殷
系
氏
族
の
中
か
ら
西
周
王
朝
に
付
く
も
の
が
次
第
に
增
え
、
西
周
と
の

勢
力
關
係
が
逆
轉
す
る
。

〔
文
字
使
用
〕

殷
代
の
金
文
は
圖
象
標
識
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
の
が
、
殷
末
に

な
っ
て
長
文
が
現
わ
れ
る
。

甲
骨
文
は
そ
れ
以
前
の
字
體
と
比
べ
て
文
字
が
非
常
に
小
さ
い
。
甲
骨
文

の
干
支
表
が
作
ら
れ
る
。

西
周
王
朝
の
甲
骨
文
が
現
わ
れ
る
。（
周
原
甲
骨
）（
周
公
廟
甲
骨
）

西
周
前
期

〔
動
向
〕

殷
王
朝
が
滅
び
、
殷
系
氏
族
の
多
數
が
西
周
王
朝
に
參
入
す
る
。（
靑
銅

器
と
銘
文
）

召
族
は
西
周
王
朝
の
中
で
皇
天
尹
大
保
召
公
と
呼
ば
れ
、「
天
（
超
越
神
）」

の
こ
と
を
掌
る
長
と
な
る
。

殷
王
の
末
裔
で
あ
る

子
聖
（
王
子
聖
・
祿
父
）
を
旗
頭
に
し
た
殷
の
殘

存
勢
力
が
反
亂
を
起
こ
す
も
鎭
壓
さ
れ
る
。

洛
陽
に
成
周
城
を
築
い
て
庶
殷
（
殷
の
殘
存
勢
力
）
を
集
め
る
。
天
下
一

統
の
成
就
。
成
王
。

西
周
王
朝
は
勢
力
の
擴
大
を
圖
り
、
主
に
東
方
經
營
に
力
を
入
れ
る
。

前
期
最
後
の
昭
王
が
南
征
中
に
戰
死
。
王
の
カ
リ
ス
マ
（
神
か
ら
賦
與
さ

れ
た
靈
力
）
の
喪
失
。

〔
文
字
使
用
〕

靑
銅
器
は
酒
器
・
食
器
と
も
に
多
く
、
な
お
殷
的
な
文
化
が
濃
厚
に
殘
る
。

金
文
の
書
風
は
雄
渾
で
奔
放
な
書
風
（
渾
厚
肥
健
）。
練
達
の
書
と
で
も

評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
周
中
期

〔
動
向
〕

昭
王
の
戰
死
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
カ
リ
ス
マ
を
回
復
す
べ
く
、
穆
王
が
卽

位
す
る
。

穆
王
か
ら
宗
敎
的
な
性
格
を
強
め
た
こ
と
が
共
王
期
の
《
史
牆
盤
》
の
王

統
譜
か
ら
も
分
か
る
。（
後
述
）

穆
王
が
卽
位
す
る
ま
で
に
は
王
位
空
白
の
期
閒
が
か
な
り
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

『
詩
經
』
中
で
最
も
古
い
詩
篇
が
懿
王
期
頃
に
成
立
す
る
。〔
白
川
說
〕

『
詩
經
』
周
頌
の
「
振
鷺
」「
有
瞽
」「
有
客
」
は
殷
の
祖
神
が
周
の
祖
神

に
習
合
す
る
樣
を
歌
う
儀
禮
詩
。

懿
王
期
頃
に
鎬
京
へ
の
遷
都
が
あ
っ
た
。

靑
銅
器
の
器
種
の
う
ち
酒
器
が
激
減
す
る
。
殷
的
な
祭
祀
儀
禮
か
ら
周
的

な
祭
祀
儀
禮
に
轉
換
す
る
。

酒
器
が
激
減
す
る
の
に
對
し
て
、
編
鐘
の
編
成
が
大
き
く
な
る
方
向
に
向
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か
う
。（
酒
か
ら
音
樂
へ
）

西
周
王
朝
の
宗
敎
秩
序
を
支
え
る
「
天
の
思
想
」
が
氏
族
閒
に
徐
々
に
浸

透
し
て
い
く
。

〔
文
字
使
用
〕

金
文
の
ほ
と
ん
ど
が
「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」
に
な
る
。
任
官
式
の
樣

子
を
傳
え
る
內
容
。

「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」
は
作
器
者
の
氏
族
の
祖
祭
の
時
に
唱
え
る
雅

語
で
あ
る
。

「
王
の
休

た
ま
も
の」
を
「
天
子
の
休
た
ま
も
の」
と
唱
え
、祖
祭
の
度
に
繰
り
返
さ
れ
て
子
々

孫
々
へ
。

金
文
の
書
風
が
大
き
く
變
化
す
る
。
練
達
の
書
か
ら
の
變
化
を
次
の
よ
う

に
整
理
す
る
。

書
風
①
＝  

こ
ぢ
ん
ま
り
と
ま
と
ま
っ
た
律
儀
な
書
風
（
緊
湊
體
）
が

代
表
格
。

書
風
②
＝
方
眼
狀
の
升
目
の
中
に
文
字
を
書
き
入
れ
る
樣
式
。

書
風
③
＝
粗
野
な
書
風
。

書
風
④
＝  

稚
拙
な
書
風
。
見
樣
見
眞
似
で
書
い
て
い
る
が
、
字
形
認

識
が
不
十
分
。

西
周
後
期

〔
動
向
〕

厲
王
が
彘
に
亡
命
す
る
。
共
和
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
入
る
。
毛
公
が
王
か

ら
政
事
を
託
さ
れ
る
。《
毛
公
鼎
》

西
周
王
朝
は
弱
體
化
す
る
が
、
周
的
秩
序
を
支
え
る
「
天
の
思
想
」
は
諸

侯
に
深
く
浸
透
し
て
い
く
。

幽
王
の
時
に
西
周
王
朝
が
滅
ぶ
。

〔
文
字
使
用
〕

靑
銅
製
の
編
鐘
と
石
製
の
編
磬
の
大
規
模
化
が
進
む
。
師
（
將
軍
）
が
樂

官
を
も
兼
ね
る
。

靑
銅
器
に
は
自
作
器
が
多
く
な
る
。
彫
り
の
淺
い
文
字
が
多
く
な
る
。
稚

拙
な
文
字
も
增
え
る
。

春
秋
前
期

〔
動
向
〕

諸
侯
に
よ
っ
て
周
王
（
平
王
）
が
擁
立
さ
れ
王
朝
が
再
建
さ
れ
る
。
都
は

洛
陽
に
（
東
周
）。

政
治
的
な
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
は
覇
者
が
握
る
が
、
周
王
は
宗
敎
的
權
威
（
天

子
）
と
し
て
君
臨
す
る
。

齊
の
桓
公
が
覇
者
に
。

〔
文
字
使
用
〕

諸
侯
自
作
の
靑
銅
器
の
時
代
。

諸
侯
閒
で
重
要
な
出
來
事
を
傳
え
合
う
時
に
は
「
策
書
（
册
書
）」
も
用

い
た
。（「
左
傳
」）
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春
秋
中
期

〔
動
向
〕

晉
の
文
公
が
覇
者
に
な
る
（「
齊
桓
晉
文
」（『
左
傳
』）。
周
王
か
ら
策
命

を
受
け
る
記
事
（
同
・
僖
公
28
年
）。

〔
文
字
使
用
〕

諸
侯
自
作
の
靑
銅
器
の
時
代
。

春
秋
後
期

〔
動
向
〕

「
左
傳
」
の
記
述
が
、
前
期
・
中
期
に
比
べ
て
詳
し
く
な
る
。

「
詩
」
の
斷
片
が
「
左
傳
」
に
引
用
さ
れ
る
場
面
も
こ
の
時
期
か
ら
非
常

に
多
く
な
る
。（
斷
章
取
義
的
）

「
書
（
尚
書
）」
の
引
用
（
傳
承
的
な
も
の
が
多
い
）
が
「
左
傳
」
に
多
く

な
る
の
は
中
期
か
ら
。

思
想
的
な
先
驅
者
子
產
の
登
場
。
次
世
代
に
孔
子
。
そ
れ
ぞ
れ
が
成
文
法

事
件
の
議
論
に
關
わ
る
。

孔
子
學
園
で
は
口
頭
言
語
の
み
が
用
い
ら
れ
る
。『
論
語
』
中
の
「
雅
言
」

と
は
「
雅
語
」
の
こ
と
。

（
注
）  「
子
の
雅
言
す
る
所
は
、
詩
・
書
・
執
禮
、
皆
雅
言
す
。」（
論

語
・
述
而
）

老
子
と
呼
ば
れ
る
人
物
も
こ
の
時
期
。

〔
文
字
使
用
〕

諸
侯
自
作
の
靑
銅
器
の
時
代
。

靑
銅
器
に
法
律
を
記
す
（
成
文
法
）
か
ど
う
か
を
巡
る
議
論
。
そ
れ
ま
で

は
文
字
で
記
さ
な
か
っ
た
。

侯
馬
盟
書
は
こ
の
頃
か
？　

諸
侯
の
盟
誓
を
記
し
た
石
。

『
左
傳
』
に
見
え
る
經
書
の
類
は
、『
詩
經
』、『
尚
書
』、『
易
』、『
禮
』
の

原
形
と
な
る
斷
片
の
み
。

孔
子
に
「
韋
編
三
絶
」（
史
記
・
孔
子
世
家
）
の
傳
承
が
あ
る
が
、
書
物

と
し
て
の
『
易
』
か
ど
う
か
。

孔
子
の
「
加
我
數
年
，
五
十
以
學
易
，
可
以
無
大
過
矣
。」（
論
語
・
述
而
）

と
の
關
係
は
微
妙
。

（
注
）  

言
語
を
文
字
で
記
す
こ
と
（
テ
キ
ス
ト
化
）
と
、
テ
キ
ス
ト

の
斷
片
を
集
成
し
て
書
物
に
す
る
こ
と
（
成
書
）
と
は
別
の

こ
と
な
の
で
、
書
物
の
成
立
（
成
書
）
の
問
題
を
議
論
す
る

場
合
は
區
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

戰
國
前
期

孔
子
の
弟
子
の
時
代
。
思
想
家
の
輩
出
。

戰
國
中
期
…
…  

南
方
の
楚
の
國
で
か
な
り
多
數
の
竹
簡
が
出
現
（
戰
國
楚
簡
）。

北
方
は
？

四　

  

甲
骨  

文
か
ら
金
文
へ
の
繼
承
を
擔
う
者

│
殷
系
氏
族
の
西
周
王
朝
へ
の
參
入

文
字
使
用
の
歷
史
と
い
う
視
點
か
ら
ざ
っ
と
辿
っ
て
み
る
と
、
甲
骨
文
が
誕
生

し
た
殷
代
で
は
殷
系
氏
族
以
外
に
は
文
字
を
使
う
者
は
な
か
っ
た
が
、
殷
代
末
期
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の
殷
周
革
命
前
夜
に
な
る
と
西
周
王
朝
側
に
も
甲
骨
文
が
現
わ
れ
る
。
文
字
を
記

し
た
人
物
は
殷
系
氏
族
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た

と
し
て
も
西
周
側
に
文
字
を
使
え
る
も
の
が
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

西
周
王
朝
の
武
王
の
時
に
殷
を
滅
ぼ
し
た
と
は
い
え
、
な
お
殘
存
勢
力
が

子

聖
を
頭
に
戴
い
て
反
亂
を
起
こ
す
な
ど
、
ま
だ
完
全
に
天
下
を
統
一
し
た
と
は
言

え
な
い
狀
態
で
あ
っ
た
。
天
下
を
一
應
手
中
に
收
め
る
に
い
た
っ
た
と
言
え
る
の

は
、
洛
陽
の
地
に
成
周
城
を
建
設
し
殷
の
殘
存
勢
力
を
集
め
て
統
治
す
る
體
制
を

作
っ
た
頃
か
ら
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
し
た
政
治
的
權
力
の

移
行
と
は
別
に
文
化
面
に
視
線
を
移
せ
ば
、
ま
だ
殷
文
化
の
名
殘
が
濃
い
時
代
が

續
い
て
い
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
殷
代
末
期
、
西
周
王
朝
で
は
文
王
の
時
に
殷
の
祭
祀
儀
禮
を
一
旦
受
け

入
れ
（「
載
王
事
」）、
殷
の
宗
敎
的
秩
序
の
中
に
入
っ
た
經
緯
の
名
殘
だ
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
殷
王
朝
最
後
の
王
と
さ
れ
る
紂
王
（
帝
辛
）
を
滅
ぼ
し
政
治
的

權
力
を
奪
取
し
た
後
も
、
西
周
王
朝
に
お
け
る
殷
の
祭
祀
儀
禮
を
廢
止
せ
ず
に
繼

續
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
な

お
移
行
期
が
續
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
政
權
の
所
在
だ
け
に
目
を
注
い

で
い
る
と
不
可
解
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
古
代
王
朝
を
理
解
す
る
際
に
、
古
代
宗

敎
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
秩
序
を
念
頭
に
置
か
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
は
歷

史
理
解
が
一
面
的
に
な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
點
は
日
本
の
歷
史
を

考
え
る
場
合
に
も
當
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

念
の
た
め
に
記
し
て
お
く
が
、
殷
の
祭
祀
儀
禮
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
靑
銅
器

の
器
種
・
紋
樣
・
文
字
の
全
て
に
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
殷
王
朝
が
酒
に
溺

れ
た
た
め
に
滅
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
『
尚
書
』
や
《
大
盂
鼎
》
に
記
さ
れ
て
い
る

一
方
で
、
祭
祀
儀
禮
の
時
に
用
い
る
酒
器
の
數
が
さ
ほ
ど
減
る
わ
け
で
は
な
く
、

靑
銅
器
の
器
體
を
飾
る
紋
樣
は
饕
餮
文
を
は
じ
め
と
し
て
、
殷
文
化
を
そ
の
ま
ま

繼
承
す
る
よ
う
な
紋
樣
で
飾
ら
れ
て
い
た
と
い
う
現
象
。
ま
た
靑
銅
器
に
記
さ
れ

た
文
字
（
金
文
）
も
、
文
字
を
記
す
仕
事
に
長
く
攜
わ
っ
た
人
た
ち
の
手
で
記
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
練
達
の
書
。
言
い
換
え
れ
ば
雄
渾
で
奔
放
な
も
の
が
多

い
と
い
う
現
象
が
引
き
續
き
見
ら
れ
る
。
實
際
そ
う
し
た
仕
事
に
攜
わ
っ
た
人
た

ち
の
名
が
、
中
期
の
「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」
の
中
に
も
出
て
く
る
。
そ
れ
が

「
史
」
や
「
作
册
」
で
あ
る
。「
史
」
や
「
作
册
」
そ
し
て
「
內
史
」
と
い
う
呼
稱

も
出
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
職
務
を
擔
當
し
て
い
た
の
が
殷
系
氏
族
で
あ

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。西
周
前
期
に
お
い
て
靑
銅
器
に
文
字（
金

文
）
を
記
す
仕
事
に
關
わ
っ
て
い
た
の
が
、
主
と
し
て
殷
系
氏
族
で
あ
る
と
い
う

推
測
は
こ
う
し
た
事
實
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
狀
態
に
變
化
が
訪
れ
る
の
が
西
周
時
代
中
期
で
あ
る
。と
り
わ
け「
册

令
（
命
）
形
式
金
文
」
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
銘
文
が
現
わ
れ
る
穆
王
期
の
頃
か
ら

文
字
の
雰
圍
氣
あ
る
い
は
書
風
が
大
き
く
變
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
時
期
の
書
風
は

一
般
に
「
緊
湊
體
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
小
さ
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
書
か
れ
て
い

る
。
し
か
も
文
字
の
配
列
が
縱
橫
の
位
置
が
揃
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

特
徵
を
持
つ
。
あ
た
か
も
原
稿
用
紙
の
よ
う
な
方
眼
狀
の
升
目
に
き
っ
ち
り
入
れ

て
い
く
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。
中
に
は
升
目
そ
の
も
の
が
鑄
込
ま
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。
練
達
の
書
と
呼
ぶ
に
は
か
な
り
遠
い
雰
圍
氣
の
書
風
で
あ
る
。
文
字

か
ら
受
け
る
印
象
や
升
目
に
入
れ
て
い
く
よ
う
な
書
き
方
か
ら
想
像
で
き
る
の

は
、手
本
の
よ
う
な
文
字
を
見
な
が
ら
で
き
る
だ
け
忠
實
に
書
こ
う
と
い
う
姿
勢
、
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あ
る
い
は
見
樣
見
眞
似
で
几
帳
面
に
そ
れ
を
眞
似
て
書
い
て
い
る
姿
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
書
風
の
文
字
か
ら
受
け
る
印
象
に
對
し
て
、「
律
儀
」
と
い
う
言
葉
が

自
然
に
浮
か
ん
で
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
殷
系
氏
族
の
も
の
も
多
い
の
で
、
殷
系
氏

族
で
も
文
字
の
こ
と
に
攜
わ
っ
た
經
驗
の
乏
し
い
者
が
見
樣
見
眞
似
で
文
字
を
書

き
始
め
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
渾
厚
肥
健
」
と
評
さ
れ
る
書
風
か
ら
「
緊
湊
體
」
と
呼
ば
れ
る
書
風
に
轉
換

す
る
現
象
は
、
靑
銅
器
と
銘
文
の
時
期
を
判
斷
す
る
上
で
は
な
は
だ
有
用
な
材
料

に
な
っ
て
き
た
の
だ
が
、
書
風
が
大
き
く
轉
換
す
る
に
は
何
ら
か
の
背
景
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
、
押
さ
え
が
た
く
働
く
の
も
事
實
で
、
そ
こ
に
文

字
書
記
の
仕
事
に
お
け
る
一
種
の
斷
絶
や
轉
換
を
も
た
ら
す
何
ら
か
の
出
來
事
が

あ
っ
た
こ
と
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
轉
換

は
、
殷
墟
甲
骨
第
五
期
の
字
形
や
書
風
が
、
そ
れ
以
前
の
時
期
の
甲
骨
文
の
そ
れ

と
か
な
り
變
化
し
て
お
り
、
そ
こ
に
一
種
の
斷
絶
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の

と
よ
く
似
て
い
る
。

西
周
中
期
は
西
周
時
代
全
體
か
ら
見
る
と
、
殷
文
化
の
名
殘
が
色
濃
く
殘
っ
て

い
た
前
期
か
ら
、
殷
的
な
要
素
が
急
速
に
減
少
し
て
い
っ
て
、
周
文
化
が
そ
れ
に

取
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
る
時
代
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
か
な
り
急
速
に
進
ん

で
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
前
期
末
の
王
で
あ
っ
た
昭
王
の
戰
死
を
契
機
と
し

た
王
權
の
轉
換
が
介
在
す
る
。
こ
の
件
は
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
考
證

は
繰
り
返
さ
な
い
が
、《
史
牆
盤
》
に
記
さ
れ
た
王
統
譜
の
記
述
に
も
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
中
期
の
初
め
に
當
た
る
穆
王
か
ら
祭
祀
王
・
宗
敎
王
の
性
格
を
強

め
る
と
い
う
よ
う
に
王
の
性
格
が
大
き
く
轉
換
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
方
、
任

官
さ
れ
た
氏
族
の
側
で
は
、
王
か
ら
の
賜
物
を
「
天
子
の
休

た
ま
も
の」
と
捉
え
る
よ
う
に

な
る
。
前
稿
に
論
じ
た
と
こ
ろ
の
「
天
の
思
想
」
の
浸
透
で
あ
る（
10
）。

こ
う
し
た
時
代
的
な
轉
換
は
文
字
の
こ
と
を
擔
掌
す
る
人
々
の
層
に
も
變
化
が

訪
れ
る
。
專
ら
殷
系
氏
族
が
擔
掌
し
て
き
た
文
字
書
記
の
仕
事
を
周
系
氏
族
の
人

た
ち
も
擔
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
前
節
で
紹
介

し
た
と
こ
ろ
の
《
頌
壺
》
の
作
器
者
頌0

（
孝
王
期
）
が
、
次
の
夷
王
期
の
《
史
頌

鼎
》・《
史
頌

》
で
は
史
頌
0

0

を
名
告
る
よ
う
に
な
る
。
職
掌
の
變
化
で
あ
る
。
そ

こ
に
介
在
す
る
の
が
任
官
式
で
與
え
ら
れ
る
「
册
書
」
で
あ
る
と
推
定
す
る
の
は

自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
識
字
過
程
は
「
册
書
」
を
介
し
て
少
し
ず
つ
進
行
し
て

い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
文
字
が
こ
の
よ
う
な
形
で
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
と
し
て
も
、
や
は
り
主
體
は
口
頭
言
語
で
あ
り
、
祭
祀
儀
禮
の
場
に

お
い
て
は
特
別
な
口
頭
言
語
、
文
語
的
な
口
頭
言
語
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
文
字
を
使
う
人
が
增
え
て
い
く
と
い
っ
て
も
、
徐
々
に
、

極
め
て
緩
慢
に
進
行
し
て
い
っ
た
と
見
る
方
が
實
狀
に
卽
し
て
い
る
に
違
い
な

い
。
そ
れ
が
世
界
的
に
見
て
普
遍
的
な
文
字
使
用
の
歷
史
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ

う
な
過
程
の
中
に
置
い
て
み
て
、
中
期
以
降
の
金
文
の
樣
々
な
書
風
を
觀
察
し
て

み
る
と
、
首
肯
で
き
る
點
が
多
い
。
今
は
紙
幅
の
都
合
で
槪
觀
的
な
紹
介
に
と
ど

め
て
お
く
が
、
こ
れ
を
見
る
だ
け
で
も
西
周
中
期
の
「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」

に
初
め
て
現
わ
れ
る
「
册
書
」
が
、
文
字
使
用
を
傳
播
し
擴
大
す
る
上
で
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
筈
で
あ
る
。



冊
令
（
命
）
形
式
金
文
の
歷
史
的
意
味

一
六

五　

  

西
周
中
期
以
降
の
金
文
の
書
風

│
緊
湊
體
・
稚
拙
な
書
風
・
方
眼
狀
罫
線

以
下
、
中
期
以
降
に
見
ら
れ
る
金
文
の
書
風
を
掲
げ
て
、
參
考
に
供
す
る
。
比

較
す
る
意
味
で
最
初
に
前
期
の
書
風
を
掲
げ
る
。

【
前
期
】《

臣
辰

》
前
期

【
中
期
・
後
期
】

﹇
書
風
①
﹈
こ
ぢ
ん
ま
り
と
ま
と
ま
っ
た
律
儀
な
書
風
（
緊
湊
體
）。

文
字
の
巧
拙
の
問
題
と
い
え
ば
、
中
期
の
緊
湊
體
と
呼
ば
れ
る
書
風
そ
の
も
の

も
下
手
な
文
字
と
い
う
意
味
で
は
な
い
が
、
何
ら
か
の
手
本
を
眞
似
て
そ
れ
を
忠

實
に
記
し
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

《
競

》
中
期

《
史
頌

》
後
期
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命
館
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靜
記
念
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洋
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化
硏
究
所
紀
要　

第
十
一
號

一
七

﹇
書
風
②
﹈　

方
眼
狀
の
升
目
の
中
に
文
字
を
書
き
入
れ
る
樣
式
。

原
稿
用
紙
の
方
眼
狀
の
升
目
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
を
作
り
、
そ
の
中
に
文
字
を

き
っ
ち
り
記
し
て
い
く
よ
う
な
手
法
。

《
井
鼎
》
中
期

《
頌
壺
》
後
期

こ
こ
で
は
話
題
と
ス
ペ
ー
ス
の
關
係
で
《
頌
壺
》
の
銘
文
を
掲
げ
た
が
、《
小

克
鼎
》
の
中
に
も
こ
の
例
が
あ
る
。

﹇
書
風
③
﹈　

粗
野
な
書
風
。

緊
湊
體
と
も
書
風
の
異
な
っ
た
粗
雜
な
書
風
で
あ
る
。
こ
れ
も
中
期
以
降
の
書



冊
令
（
命
）
形
式
金
文
の
歷
史
的
意
味

一
八

風
の
一
つ
で
あ
る
。
書
風
④
の
稚
拙
な
文
字
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

《
𧽊

》
中
期

﹇
書
風
④
﹈　

稚
拙
な
書
風
。

見
樣
見
眞
似
で
書
い
て
い
る
が
、
字
形
認
識
が
不
十
分
な
も
の
。

《
師
𤸫

》
中
期

《
此

》
後
期

こ
こ
に
掲
げ
た
中
期
の
《
師
𤸫

》
は
、
金
文
で
は
例
を
見
な
い
ほ
ど
稚
拙
な

文
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
か
つ
て
僞
刻
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
研
究
對
象
か
ら
外
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
種
の
稚
拙
な
文
字
が
か
な
り
後
に
な
っ

て
か
ら
正
式
な
發
掘
に
よ
っ
て
發
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
（
後
述
）、

研
究
者
を
驚
か
せ
た
。
こ
の
種
の
文
字
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
め

ぐ
っ
て
、
一
時
的
で
は
あ
る
が
松
丸
道
雄
氏
な
ど
の
研
究
者
に
よ
っ
て
檢
討
が
な

さ
れ
た（
11
）。
そ
れ
は
、
西
周
王
室
の
鑄
造
工
房
と
諸
侯
の
鑄
造
工
房
と
の
差
異
が

そ
の
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
る
と
い
う
見
方
の
よ
う
で
興
味
深
い
解
釋
で
は
あ
る
の

だ
が
、
本
稿
の
問
題
意
識
と
し
て
は
、
王
室
の
鑄
造
工
房
、
諸
侯
の
鑄
造
工
房
と

い
う
よ
う
な
、靑
銅
器
の
鑄
造
シ
ス
テ
ム
を
豫
め
想
定
し
た
問
題
設
定
で
は
な
く
、

今
ま
で
文
字
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
者
が
靑
銅
器
の
鑄
造
過
程
に
關
わ
り
、
見
樣

見
眞
似
で
文
字
を
記
し
た
た
め
に
、
稚
拙
な
文
字
と
し
て
刻
印
さ
れ
る
こ
と
に
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號

一
九

な
っ
た
例
で
あ
る
と
い
う
、
素
朴
な
捉
え
方
を
し
て
お
き
た
い
。
私
の
提
示
し
た

文
字
觀
に
よ
っ
て
考
え
る
な
ら
ご
く
自
然
な
捉
え
方
で
あ
り
、
現
實
に
卽
し
た
理

解
の
仕
方
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

後
期
の
稚
拙
な
書
風
の
例
と
し
て
《
此

》
蓋
の
銘
を
掲
げ
た
が
、
こ
れ
は

一
九
七
五
年
に
陝
西
省
岐
山
縣
京
當
鄉
董
家
村
一
號
窖
藏
か
ら
出
土
し
た
も
の
で

あ
る（
12
）。
こ
の
窖
藏
か
ら
出
土
し
た
靑
銅
器
は
三
七
件
に
上
り
、《
裘
衞

》
や
《
𠑇

》
な
ど
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
中
で
こ
の
《
此

》
蓋
の

銘
文
の
文
字
は
字
形
認
識
そ
の
も
の
が
適
切
で
は
な
い
よ
う
な
文
字
が
か
な
り
あ

り
、
稚
拙
の
感
を
免
れ
な
い
。『
周
原
出
土
靑
銅
器
』（
巴
蜀
書
社 

二
〇
〇
五
年（
13
））

に
は
、
拓
本
の
他
に
靑
銅
器
の
細
部
ま
で
撮
影
し
た
鮮
明
な
寫
眞
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
私
の
見
た
と
こ
ろ

此
氏
作
器
の
も
の
に
こ
の
書
風
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

後
期
に
な
る
と
自
作
器
も
か
な
り
多
數
に
上
る
の
で
あ
る
が
、
中
期
の
《
師
𤸫

》
に
見
ら
れ
た
の
と
同
樣
の
稚
拙
な
書
風
の
銘
文
が
か
な
り
の
數
に
上
る
と
い

う
現
象
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
方
向
で
進
め
て
行
っ
た
方
が
適
切
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
口
頭
で
發
せ
ら
れ
た
言
語
を
文
字
で
記
す
と
い
う
古
代

社
會
に
卽
し
た
文
字
觀
を
敢
え
て
排
除
し
、
音
聲
の
世
界
を
介
さ
ず
に
い
き
な
り

文
章
を
書
く
感
覺
で
文
字
を
記
し
た
（
起
草
者
と
い
う
言
葉
で
問
題
が
設
定
さ
れ

て
い
た
）
と
い
う
、
現
代
人
特
有
の
文
字
觀
で
は
想
定
し
に
く
い
問
題
意
識
か
も

知
れ
な
い
が
、
中
期
か
ら
始
ま
る
こ
の
よ
う
な
種
々
の
書
風
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
そ
れ
ま
で
文
字
を
記
す
こ
と
に
習
熟
し
て
い
な
か
っ
た
人
た
ち
の
手
に
よ
っ

て
文
字
が
記
さ
れ
始
め
た
と
い
う
點
に
歸
一
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ

し
て
そ
う
し
た
手
本
と
な
っ
た
も
の
が
、「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」
に
見
え
る

と
こ
ろ
の
、
王
か
ら
臣
下
に
渡
さ
れ
る
「
册
書
」
で
は
あ
る
ま
い
か
？　

と
い
う

の
が
私
の
推
測
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
後
期
に
な
っ
て
現
わ
れ
る
興
味
深
い
現
象
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た

い
。
西
周
時
代
後
期
か
ら
、
諸
侯
の
自
作
器
が
增
加
す
る
と
い
う
現
象
は
以
前
か

ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。『
周
原
出
土
靑
銅
器
』
に
は
鮮
明
な
寫
眞

が
豐
富
に
收
録
さ
れ
て
お
り
、
後
期
の
靑
銅
器
の
銘
文
は
彫
り
の
淺
い
も
の
が
多

い
こ
と
が
分
か
る
。中
に
は
鑄
込
ん
だ
と
い
う
よ
り
も
、鋭
利
な
道
具
で
直
に
彫
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
金
文
と
い
え
ば
鑄
込
む
も
の

だ
と
い
う
「
常
識
」
に
と
ら
わ
れ
る
人
が
少
な
く
な
い
が
、
西
周
後
期
の
金
文
に

な
る
と
鑄
込
ん
だ
も
の
と
は
言
い
に
く
い
文
字
が
か
な
り
多
く
な
る
。
自
作
器
に

こ
れ
が
多
い
の
で
あ
る
。
靑
銅
器
の
文
字
（
金
文
）
は
初
期
に
お
い
て
は
鑄
型
に

入
れ
て
鑄
造
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
時
期
か
ら
直
に
彫
っ
た
も
の
も
現
わ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
、
以
前
か
ら
靑
銅
器
の
研
究
者
の
閒
で
は
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

思
い
出
す
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
文
語
的
な
口
頭
言
語
を
記
し
た
も
の
が
文
字
で
あ
る
と
い
う
文
字

觀
の
上
に
立
っ
て
、「
册
令
（
命
）
形
式
金
文
」
を
見
直
し
て
み
る
と
、「
册
書
」

を
媒
介
と
し
て
文
字
使
用
の
範
圍
が
擴
が
っ
て
い
く
樣
子
の
一
端
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
記
し
た
。
も
と
よ
り
大
局
的
な
展
望

を
提
示
し
た
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
、
こ
の
問
題
を
追
究
す
る
た
め
の
一
つ
の

道
筋
を
付
け
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
文
字
の
傳
播
の
問
題
を
考
え
る

過
程
で
、
殷
系
氏
族
と
周
系
氏
族
と
が
ど
の
よ
う
に
融
合
し
て
い
っ
た
の
か
、
兩
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二
〇

者
の
來
し
方
行
く
末
を
追
究
す
る
と
い
う
問
題
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
意
識
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
た
。
こ
の
點
で
も
一
つ
の
手
が
か
り
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
氣
が
す
る
。
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