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表
紙
に
副
題
の
よ
う
に
「
段
玉
裁
の
『
說

解
字
注
』
を
讀
む
た
め
に
」
と
あ

る
。
全
體
は
四
章
に
分
け
ら
れ
、
第
一
章
「
許
愼
の
『
說

解
字
』」
で
は
、
說

の
總
說
、
唐
代
ま
で
の
說

、
つ
い
で
宋
代
の
大
徐
本
・
小
徐
本
に
つ
い
て
諸

版
本
の
解
說
が
あ
り
、
說

關
連
書
が
紹
介
さ
れ
る
。
第
二
章
「
段
玉
裁
の
『
說

解
字
注
』」
で
は
、
段
注
の
性
格
と
し
て
訓
詁
の
書
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
次

に
そ
の
版
本
の
紹
介
が
あ
り
、「
讀
段
注
備
要
書
」
と
「
そ
の
他
の
諸
注
」
と
し

て
關
連
書
籍
の
紹
介
が
あ
る
。
第
三
章
「
段
注
の
實
際
」
で
そ
の
體
例
、
つ
ま
り

段
注
の
仕
組
・
構
成
・
留
意
點
が
示
さ
れ
る
。
第
四
章
「
段
玉
裁
の
古
音
十
七
部

說
」
で
は
、
上
古
音
硏
究
に
お
い
て
、
段
玉
裁
の
先
驅
と
な
る
顧
炎
武
と
江
永
の

說
を
ま
ず
示
し
、
段
玉
裁
の
『
六
書
音
均
表
』
に
つ
い
て
述
べ
る
。
段
注
末
尾
に

附
さ
れ
る
こ
の
書
が
先
に
成
り
、「
段
注
」
が
そ
の
後
に
成
っ
た
。

現
在
、
字
義
を
知
る
た
め
に
『
說

』
を
利
用
す
る
人
は
、
ま
ず
い
わ
ゆ
る
こ

の
「
段
注
」
を
使
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
恰
好
の
入
門
書
で
あ
る
。
段
注
の
構
成
と

編
纂
の
經
緯
、
ま
た
段
注
の
み
な
ら
ず
、『
說

』
の
版
本
や
歷
代
の
主
な
硏
究

書
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
敍
述
は
、
學
生
と
の
會
讀
の
經
緯
を
整
理

し
た
形
を
取
り
、
問
答
に
よ
っ
て
話
が
進
ん
で
い
く
の
で
、
內
容
に
つ
い
て
の
理

解
は
た
や
す
い
と
言
え
る
が
、
若
干
冗
長
の
き
ら
い
が
あ
る
。
ま
た
卷
末
に
索
引

が
な
い
の
で
、
知
り
た
い
こ
と
が
載
る
該
當
の
頁
を
辭
書
の
よ
う
に
す
ぐ
に
開
く

と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
點
じ
っ
く
り
と
讀
み
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
が
ま
た
面
白
く
樂
し
い
本
で
あ
る
。

こ
の
本
の
も
う
一
つ
の
特
徵
は
書
名
と
は
裏
腹
に
、
最
適
の
中
國
「
上
古
音
」

の
入
門
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
段
玉
裁
と
他
の
淸
末
の
碩
學
た
ち
と
の

上
古
音
硏
究
の
進
展
が
如
實
に
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
載
せ
る
韻
部
表

は
、
上
古
音
の
分
部
が
一
目
瞭
然
と
な
る
優
れ
も
の
で
あ
る
。
段
氏
の
一
七
部
說

と
、
現
在
の
三
三
部
說
が
圖
示
さ
れ
て
い
る
。
三
〇
年
前
の
出
版
で
あ
る
が
、
上

古
音
の
分
部
そ
の
も
の
は
今
も
基
本
的
に
變
わ
ら
な
い
。
音
韻
學
の
入
門
書
と
し

て
も
一
讀
を
勸
め
る
。

（
村
上
幸
造
）
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