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い
た
と
す
る
。
よ
っ
て
殷
を
中
心

と
す
る
方
國
聯
盟
は
そ
の
實
都
市

國
家
聯
盟
で
あ
り
、
集
落
の
聯
盟

で
は
な
い
。

そ
の
廣
さ
に
つ
い
て
は
、『
史

記
』
呉
起
傳
の
「
殷
紂
の
國
、
孟

門
を
左
に
し
、
太
行
を
右
に
し
、

常
山
は
其
の
北
に
在
り
、
大
河
は

其
の
南
を
經
る
」
と
基
本
的
に
一

致
す
る
と
し
、こ
の
範
圍
内
に
侯
・

田
の
「
方
」
が
建
て
ら
れ
た
と
す

れ
ば
、
殷
は
方
國
と
し
て
は
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
る
。
殷

は
實
際
の
と
こ
ろ
方
國
の
形
を

と
っ
た
王
朝
に
す
ぎ
ず
、
や
や
強

大
な
方
國
聯
盟
を
形
成
し
た
王
朝

で
あ
っ
た
。
殷
滅
亡
の
原
因
は
、

そ
の
重
要
な
同
盟
國
、
周
、
鬼
、

鄂
と
の
關
係
が
破
綻
し
て
孤
立
し

た
こ
と
に
あ
る
。
周
は
新
た
に
強

大
な
聯
盟
を
組
織
し
、
本
土
の
狭

い
商
方
を
打
ち
倒
し
た
こ
と
に
よ

り
、
盟
主
の
地
位
を
手
に
し
た
。

そ
の
後
の
春
秋
時
代
の
爭
霸
も
、
方
國
が
林
立
す
る
状
況
の
中
で
新
た
な
方
國
聯

盟
を
結
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
次
第
に
方
國
を
兼
併
し
て
郡
縣
制
度

が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
國
家
組
織
が
統
一
國
家
の
形
態
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
、
甲
骨
文
の
「
比
」
字
の
解
釋
に
と
ど
ま
ら
ず
、
方
國
聯
盟
の
よ
う
な
古

代
の
國
家
形
態
に
ま
で
議
論
が
及
ん
で
い
る
の
が
魅
力
的
な
論
考
で
あ
る
。
な
お

方
國
聯
盟
や
當
時
の
國
家
形
態
に
つ
い
て
は
林
氏
の
「
關
於
中
國
早
期
國
家
形
式

的
幾
個
問
題
」
な
ど
後
續
の
論
考
で
再
檢
當
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
比
」
字
に
つ

い
て
は
後
に
劉
源
「
殷
墟
「
比
某
」
卜
辭
補
説
」（『
古
文
字
研
究
』
第
二
七
輯
、

中
華
書
局
、
二
〇
〇
八
年
）
が
再
檢
當
し
、
二
者
が
會
同
、
協
力
す
る
意
で
あ
る

と
し
、
二
者
の
身
分
は
固
定
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
現
在
は
こ
ち
ら
の
説
が
引

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
佐
藤
信
弥
）

眞
該
走
出
疑
古
時
代

？
―
對
當
前
中
國
古
典
學
取
向
的
看
法

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
の
学
術
報
告
を
基
礎
に
『
史
学
集
刊
』（
二
〇
〇
七
年

三
号
）
に
て
公
刊
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
に
『
林

学
術
文
集
』・『
林

文
集
・

古
史
巻
』
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

中
国
で
古
書
や
古
史
を
研
究
す
る
「
古
典
学
」
は
長
い
歴
史
を
持
つ
が
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
出
土
文
字
資
料
増
加
に
よ
り
研
究
の
方
向
性
が
変
化
し

た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
李
学
勤
が
一
九
九
二
年
に
「
走
出
疑
古
時
代

（
擬
古
時
代
か
ら
抜
け
出
そ
う
）」
を
提
示
し
、
学
界
に
様
々
な
反
響
を
巻
き
起
こ

し
た
。
著
者
は
こ
れ
に
対
し
、
過
去
（
一
九
九
六
年
）
に
「
疑
古
時
代
を
抜
け
出

圖版（本論文表一より）
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し
て
も
よ
い
し
、
抜
け
出
さ
な
く
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
れ

に
更
な
る
見
解
を
加
え
て
ま
と
め
た
も
の
と
な
る
。

ま
ず
著
者
は
、
中
国
で
「
疑
古
」
は
長
い
伝
統
を
有
す
る
こ
と
を
述
べ
、
古
史

辨
学
派
に
至
る
疑
古
の
歴
史
（
初
期
の
疑
古
は
、
儒
家
の
古
史
観
を
前
提
に
古
書

の
疑
義
を
提
起
し
た
も
の
／
一
九
二
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
顧
頡
剛
を
は
じ
め
と

す
る
「
古
史
弁
派
」
に
よ
る
疑
古
思
想
の
新
潮
流
は
、
進
化
史
観
の
指
導
の
下
で

行
わ
れ
た
）
を
整
理
す
る
。
と
こ
ろ
が
今
日
顧
頡
剛
に
言
及
す
る
際
、
往
々
に
し

て
彼
の
〝
層
累
的
に
形
成
さ
れ
た
中
国
古
代
史
〞
の
命
題
に
重
点
を
置
き
、
彼
が

古
書
の
偽
造
識
別
の
際
に
抱
い
た
根
本
的
疑
問「
社
会
学
・
考
古
学
の
知
識
に
よ
っ

て
導
き
出
さ
れ
た
人
類
社
会
の
発
展
段
階
と
、
従
来
提
示
さ
れ
て
き
た
古
史
と
の

不
整
合
に
対
す
る
疑
問
」
を
無
視
し
て
き
た
と
す
る
。

著
者
は
、
顧
頡
剛
が
提
示
し
た
「
打
破
」
す
べ
き
四
観
念
（
①
民
族
が
同
一
根

源
よ
り
出
自
し
た
・
②
地
域
が
一
統
に
向
か
う
・
③
古
史
の
人
化
観
念
・
④
古
代

が
黄
金
世
界
で
あ
っ
た
）
を
、
彼
に
よ
る
伝
統
的
古
史
観
へ
の
決
裂
宣
言
書
と
認

め
、
こ
れ
以
降
中
国
史
学
研
究
は
「
疑
古
時
代
」
に
入
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
顧

頡
剛
の
研
究
方
針
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
史
観
か
ら
も
正
し
く
、
今
後
中
国

古
史
研
究
で
引
き
続
き
堅
持
す
べ
き
も
の
と
評
価
し
、「
擬
古
時
代
」
の
概
念
と

方
法
論
と
が
胡
適
・
郭
沫
若
等
の
後
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
。

次
に
著
者
は
、
古
史
弁
派
が
古
書
の
弁
偽
を
通
じ
て
古
い
古
史
観
を
批
判
し
、

方
法
論
と
し
て
史
料
の
審
査
に
専
念
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し
て
馮
友

蘭
の
言
「
現
在
の
中
国
史
研
究
の
態
度
と
し
て
信
古
・
疑
古
・
釈
古
の
三
傾
向
が

あ
る
が
、
信
古
は
滅
び
行
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
研
究
は
、
史
料
の

徹
底
的
調
査
（
疑
古
）
と
融
会
貫
通
（
釈
古
）
と
の
二
段
階
を
へ
る
必
要
が
あ
る
」

（『
古
史
弁
』
第
六
冊
序
）
を
引
く
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
、
後
に
李
学
勤
に
よ
っ
て

「
信
古
―
疑
古
―
釈
古
」
の
三
段
階
論
と
し
て
解
釈
さ
れ
、「
疑
古
時
代
を
飛
び
出

し
て
釈
古
時
代
に
入
る
べ
き
だ
」
と
説
く
根
拠
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
著
者
は

こ
れ
を
、
馮
氏
の
発
言
を
恣
意
的
に
引
用
し
て
李
学
勤
の
見
解
を
証
言
し
た
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。

こ
の
よ
う
に
李
学
勤
の
見
解
に
対
す
る
問
題
提
起
を
し
つ
つ
、
今
日
の
中
国
史

学
界
の
状
況
に
つ
い
て
論
を
進
め
る
。
そ
こ
で
は
考
古
学
に
よ
る
新
史
料
の
大
量

発
見
に
よ
り
、
伝
世
文
献
に
対
す
る
新
調
査
の
必
要
性
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
そ

の
一
方
、
史
料
や
文
献
に
対
す
る
批
判
的
調
査
を
放
棄
し
、
融
会
貫
通
し
て
「
走

出
疑
古
時
代
」
を
提
示
す
る
研
究
が
現
れ
始
め
た
と
す
る
。
李
学
勤
は
そ
れ
ら
を

踏
ま
え
て
、「
古
代
史
の
構
築
に
お
い
て
史
料
が
豊
富
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
を

鑑
み
、原
文
に
対
す
る
批
判
的
検
証
を
放
棄
し
て
融
会
貫
通
し
、「
走
出
疑
古
時
代
」

と
す
べ
き
」
と
主
張
し
た
と
す
る
。

た
だ
著
者
は
、
李
学
勤
が
「
走
出
疑
古
時
代
」
を
提
案
し
た
後
も
「「
釈
古
」

は
「
信
古
」
に
後
退
し
た
わ
け
で
は
な
い
」・「
伝
世
文
献
に
対
し
て
は
、
よ
り
厳

格
・
慎
重
な
姿
勢
で
研
究
を
行
う
べ
き
」
と
の
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

彼
が
伝
世
文
献
に
対
す
る
批
判
的
姿
勢
を
堅
持
す
る
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
す

る
。
そ
の
一
方
、
李
学
勤
の
「
走
出
疑
古
時
代
」
の
「
釈
古
」
に
つ
い
て
の
発
言

「
文
献
研
究
と
考
古
研
究
を
結
び
つ
け
」・「
中
国
古
代
文
明
全
体
を
再
評
価
」
を

挙
げ
、
著
者
は
後
者
こ
そ
そ
の
核
心
と
し
、
こ
れ
こ
そ
が
「
走
出
疑
古
時
代
」
を

提
唱
す
る
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
と
喝
破
す
る
。

例
え
ば
李
学
勤
は
、
伝
世
文
献
の
系
譜
記
述
を
注
意
深
く
検
討
し
、
中
華
文
明

の
起
源
を
黄
帝
に
見
出
す
発
想
に
は
歴
史
的
伝
統
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。そ
し
て
、



古
文
字
學
硏
究
文
獻
提
要

一
一
六

清
末
民
国
初
期
に
革
命
派
が
使
用
し
た
黄
帝
暦
や
現
在
で
も
使
用
さ
れ
る
「
五
千

年
文
明
古
国
」
な
ど
の
表
現
を
引
用
し
、「（
中
国
人
は
）
潜
在
意
識
の
中
で
中
国

文
明
は
黄
帝
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
「
民

族
の
団
結
統
一
は
わ
が
国
伝
統
文
化
の
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
民
族

精
神
は
史
前
時
期
に
す
で
に
萌
芽
し
て
い
た
」
と
主
張
し
た
と
す
る
。
著
者
は
、

こ
れ
ら
李
学
勤
の
主
張
が
「
中
華
を
愛
し
統
一
を
守
る
」
こ
と
か
ら
出
発
し
て
お

り
、そ
れ
は
顧
頡
剛
の
「
四
つ
の
打
破
」
と
は
真
逆
の
発
想
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

著
者
自
身
は
、
黄
帝
を
中
華
民
族
の
長
い
歴
史
の
象
徴
と
す
る
こ
と
に
は
反
対

し
な
い
。
一
方
、
学
術
的
観
点
か
ら
、
黄
帝
は
伝
説
上
の
人
で
あ
っ
て
歴
史
上
の

人
物
で
は
な
く
、「
積
層
に
よ
る
中
国
古
代
史
」
の
中
で
徐
々
に
そ
の
位
置
づ
け

が
変
化
し
た
と
し
、古
史
弁
学
派
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、諸
文
献
（『
帝
繋
姓
』・『
五

帝
徳
』
な
ど
）
に
見
え
る
五
帝
の
系
譜
や
記
述
は
戦
国
時
代
の
各
民
族
大
融
合
の

中
で
再
結
合
さ
れ
た
も
の
で
、
三
代
一
系
・
黄
帝
一
統
な
ど
の
荒
唐
無
稽
な
歴
史

観
は
現
代
で
は
淘
汰
さ
れ
た
学
説
で
あ
る
と
す
る
。

そ
し
て
著
者
は
、
李
学
勤
が
中
国
へ
の
愛
と
統
一
へ
の
思
い
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
上
記
の
考
え
を
ひ
っ
く
り
返
そ
う
と
試
み
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
李
氏
は
古

史
弁
派
の
方
法
論
を
「
冤
罪
・
偽
審
・
誤
審
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
」
と
批
判
す

る
一
方
、
出
土
文
字
資
料
を
用
い
る
こ
と
で
偽
書
認
定
を
覆
し
て
古
典
籍
の
名
誉

を
回
復
可
能
と
す
る
。
著
者
は
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
李
氏
の
方
法
論
で
は

諸
文
献
の
内
容
に
信
憑
性
を
増
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
す

る
。そ

し
て
著
者
は
、
李
学
勤
の
古
史
弁
派
へ
の
批
判
と
、
彼
が
提
示
し
た
「
走
出

疑
古
時
代
」
の
た
め
の
方
法
論
に
つ
い
て
三
点
に
分
け
て
批
判
す
る
。

ま
ず
一
点
目
と
し
て
、
出
土
文
献
を
利
用
し
て
古
書
の
名
誉
を
回
復
す
る
彼
の

方
法
論
は
、
結
局
の
所
彼
自
身
が
古
史
弁
派
を
批
判
す
る
際
に
用
い
た
「
本
で
本

を
論
ず
る
」
行
為
そ
の
も
の
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
西
周
・
殷
代
の
古

書
を
発
見
し
な
い
限
り
、
古
史
弁
派
の
指
摘
を
客
観
的
に
批
判
で
き
な
い
が
、
李

学
勤
は
そ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
別
に
戦
国
竹
簡
や
裘
錫
圭

の
研
究
を
引
用
し
て
戦
国
末
期
の
『
帝
繋
姓
』・『
五
帝
徳
』
が
提
示
す
る
五
帝
観

が
普
遍
的
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
見
解
を
示
し
、
そ
の
説
を
鋭
く
批
判
す
る
。

次
に
二
点
目
と
し
て
、
李
氏
が
「
地
下
か
ら
出
土
し
た
簡
帛
に
よ
っ
て
、
我
々

は
古
代
の
本
を
直
接
見
る
こ
と
が
で
き
た
結
果
、
こ
れ
で
真
偽
を
判
別
す
る
問
題

は
な
く
な
っ
た
」
と
説
く
点
を
挙
げ
る
。
著
者
は
、（
竹
簡
な
ど
の
）
出
土
文
献

は
戦
国
時
代
人
の
見
解
に
し
か
過
ぎ
ず
、
慎
重
な
調
査
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。

そ
し
て
、
多
元
的
に
発
生
し
た
中
国
新
石
器
文
化
に
お
い
て
中
原
が
主
導
的
地
位

と
な
っ
た
の
は
そ
の
晩
期
と
す
る
蘇
秉
琦
説
、
夏
・
商
・
周
三
代
は
異
な
る
地
域

文
化
に
起
源
を
持
つ
と
す
る
鄒
衡
説
、
更
に
は
、
新
石
器
時
代
以
来
の
中
国
地
域

の
人
類
を
複
数
に
区
分
可
能
と
す
る
朱
泓
説
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
客
観
的
研
究

に
よ
っ
て
黄
帝
一
統
系
譜
は
明
確
に
否
定
さ
れ
る
と
批
判
す
る
。

そ
し
て
第
三
点
と
し
て
、李
氏
の
「
古
書
の
形
成
に
複
雑
な
過
程
が
あ
る
た
め
、

多
く
の
古
籍
は
真
・
偽
の
判
断
が
難
し
い
」
と
の
主
張
を
挙
げ
、
そ
れ
は
古
代
史

の
変
化
の
複
雑
性
を
反
映
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
顧
頡
剛

の
「
層
累
的
中
国
古
代
史
」
は
、
歴
史
典
籍
の
豊
富
な
古
代
国
家
に
お
い
て
当
然

破
る
こ
と
が
で
き
な
い
史
学
思
想
で
あ
り
、
黄
帝
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る

な
ど
の
古
代
中
国
文
明
の
再
評
価
の
試
み
を
感
情
的
衝
動
に
よ
る
も
の
と
断
定

し
、
李
学
勤
の
手
法
は
科
学
研
究
と
は
完
全
に
逆
行
し
た
も
の
と
批
判
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
李
学
勤
の
「
走
出
疑
古
時
代
」
宣
言
は
私
た
ち
を
前
進

さ
せ
ず
、か
え
っ
て
信
古
時
代
に
戻
す
行
い
で
あ
る
と
鋭
く
批
判
す
る
。更
に
、「
走

出
疑
古
」
に
賛
同
す
る
学
者
に
よ
る
疑
古
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
学
術
面
よ

り
む
し
ろ
政
治
面
か
ら
提
起
し
た
と
指
摘
す
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
廖
名
春
に
よ
る
「
顧
頡
剛
の
「
層
累
的
に
形
成
さ
れ
た
中
国

古
代
史
観
」
が
日
本
の
学
者
（
白
鳥
庫
吉
）「
堯
舜
禹
抹
殺
論
」
の
影
響
を
受
け

た
も
の
で
、
中
国
の
歴
史
に
対
す
る
疑
い
を
引
き
起
こ
し
て
中
華
民
族
の
自
尊
心

を
動
揺
さ
せ
た
結
果
、
愛
国
主
義
的
感
情
が
強
い
古
史
弁
系
学
者
が
か
え
っ
て
侵

略
者
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
す
る
批
判
を
引
用
し
、
ま
た
廖
氏
が
「
こ

の
問
題
で
古
史
弁
運
動
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、
深
く
考
え
る
価
値

が
あ
る
」
と
強
調
し
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
証
左
と
す
る
。
著
者
は
こ
れ
に

対
し
、
顧
頡
剛
は
日
本
に
不
得
手
で
あ
る
一
方
、
彼
が
取
り
組
ん
だ
北
京
大
学
図

書
館
蔵
書
目
録
作
成
作
業
の
中
で
「
堯
舜
禹
抹
殺
論
」
を
目
睹
し
た
可
能
性
は
あ

る
と
す
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
関
係
性
の
み
で
、
古
史
弁
学
派
に
罪
名
を
被
せ
る

謂
れ
は
な
い
と
す
る
。

著
者
は
、
廖
名
春
の
よ
う
な
攻
撃
は
、
一
九
二
九
年
に
国
民
政
府
が
顧
頡
剛
が

編
集
を
担
当
し
た
『
中
学
校
用
本
国
史
教
科
書
』
を
発
禁
に
し
た
際
、
国
民
党
宣

伝
部
部
長
の
戴
季
陶
が
「
中
国
が
一
体
的
に
団
結
可
能
な
の
は
、
人
民
が
一
人
の

人
物
を
祖
先
だ
と
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
三
皇
五
帝
を
否
定
す
る
言
説
は
、
こ
の

よ
う
な
認
識
を
解
体
す
る
こ
と
だ
」
と
論
難
し
た
ケ
ー
ス
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得

な
い
と
指
摘
す
る
。
本
稿
で
は
、
他
に
も
政
治
的
な
観
点
か
ら
の
歴
史
研
究
の
バ

イ
ア
ス
に
つ
い
て
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
本
提
要
で
は
省
略
す
る
。

著
者
は
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
中
国
古
典
学
の
信
古
時
代
が
ま
だ
完
全
に
終

わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
残
滓
が
消
え
去
ら
な
け
れ
ば
、
中
国
史
学
に
悪
影
響
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
ま
た
、
古
史
弁
学
派
に
よ
っ
て
擬
古
時
代

の
扉
が
開
か
れ
た
後
、
疑
古
と
釈
古
が
重
な
り
あ
い
つ
つ
中
国
古
史
の
再
建
が
行

わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、文
献
史
料
に
対
す
る
厳
格
な
審
査
の
精
神
を
保
ち
つ
つ
、

文
献
と
考
古
と
を
統
合
し
た
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て

「
疑
古
時
代
か
ら
抜
け
出
す
」
こ
と
必
要
は
全
く
な
く
、
信
古
を
復
活
さ
せ
る
方

針
は
誤
っ
た
導
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。

そ
し
て
著
者
は
最
後
に
、
我
々
は
そ
も
そ
も
疑
古
時
代
を
抜
け
出
す
べ
き
で
は

な
く
、
信
古
時
代
の
寿
命
を
終
え
さ
せ
る
た
め
に
も
、
釈
古
の
方
針
を
重
ん
じ
て

真
実
の
中
国
古
代
史
を
再
建
す
る
必
要
が
あ
る
。こ
の
方
針
を
祖
宗
と
し
て
こ
そ
、

後
代
に
申
し
訳
が
立
つ
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。

（
山
田
崇
仁
）

古
文
字
轉
注
擧
例

六
書
の
一
つ
で
あ
る
轉
注
に
つ
い
て
實
例
を
擧
げ
て
論
じ
て
い
る
。『
林

文

集
』
文
字
卷
お
よ
び
『
林

學
術
文
集
』
中
國
大
百
科
全
書
出
版
社
一
九
九
八
年

に
所
收
。
原
載
は
『
第
三
届
國
際
中
國
古
文
字
學
硏
討
會
論
文
集
』
香
港
中
文
大

學
、
一
九
九
七
年
。
轉
注
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
轉
注
と
は
何
か
」（
本
誌
第
五

號
所
收
。
目
次
は
「
轉
注
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
そ

の
第
二
章
に
氏
の
論
を
引
用
紹
介
し
た
の
で
、今
そ
の
ほ
ぼ
同
文
を
再
錄
す
る（
補

注
を
削
り
一
部
の
語
句
を
改
め
ま
た
書
き
足
し
た
）。

六
書
に
つ
い
て
、
戴
震
の
四
體
二
用
說
（「
答
江
愼
修
先
生
論
小
學
書
」）
や
、

朱
駿
聲
『
說
文
通
訓
定
聲
』
轉
注
な
ど
に
言
及
し
た
後
、
朱
駿
聲
も
「
音
を
表
す




