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一
、
前
言

白
川
静
先
生
（
１
９
１
０
―
２
０
０
６
）
の
生
涯
の
著
作
は
豊
富
で
あ
り
、
先

生
が
関
心
を
向
け
た
方
面
は
非
常
に
広
く
、
中
で
も
中
国
文
学
に
お
け
る
造
詣
は

大
変
深
く
、
お
よ
そ
全
て
の
甲
骨
文
・
金
文
の
研
究
で
は
ど
れ
も
み
な
卓
越
さ
で

著
名
で
あ
る
。
そ
の
論
述
は
し
ば
し
ば
神
話
学
・
民
俗
学
・
中
国
古
代
の
歴
史
な

ど
の
書
写
方
式
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
多
く
の
新
し
い
観
点
を
開
拓
す
る
と
同
時

に
有
意
義
な
論
点
を
示
し
、
そ
の
熟
達
し
た
文
字
学
の
運
用
に
よ
っ
て
、
中
国
古

代
史
の
様
々
な
面
に
ほ
と
ん
ど
全
て
関
わ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
く
、
ま
た
そ

の
為
に
学
界
か
ら
重
要
視
さ
れ
た
の
で
あ
る（

1
）。

台
湾
の
文
字
学
研
究
の
非
常
に
大
き
な
一
部
分
は
、
１
９
４
９
年
に
台
湾
に

渡
っ
て
き
た
研
究
学
者
の
指
導
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
当
時

の
中
央
研
究
院
の
学
者
で
あ
っ
た
董
作
賓
・
屈
万
里
先
生
の
二
人
が
主
要
な
人
物

で
あ
っ
た
。
白
川
先
生
は
早
く
か
ら
日
本
で
漢
字
を
研
究
し
て
、
す
で
に
高
い
評

価
を
受
け
て
お
り
、
当
時
の
台
湾
学
界
の
白
川
先
生
に
対
す
る
評
価
も
ま
た
相
当

高
く
、
遠
く
離
れ
た
台
湾
の
屈
万
里
先
生
と
も
し
ば
し
ば
交
流
さ
れ
て
い
た（

2
）。

私
の
恩
師
で
あ
る
許
進
雄
先
生
は
か
つ
て
屈
万
里
先
生
の
推
薦
を
受
け
、
若
い
頃

に
カ
ナ
ダ
へ
行
き
宣
教
師
明
義
世
が
残
し
た
甲
骨
を
整
理
し
、
さ
ら
に
甲
骨
の
穿

ち
方
の
問
題
に
つ
い
て
の
文
章
を
書
き
、
資
料
を
探
す
た
め
に
日
本
ま
で
赴
か
れ

た
。
許
先
生
が
近
年
書
か
れ
た
回
顧
録
の
中
で
、
当
時
の
白
川
先
生
と
の
交
流
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
る
い
は
京
都
大
学
か
ら
の
知
ら
せ
を
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

白
鶴
美
術
館
の
白
川
先
生
が
学
生
玉
田
継
雄
氏
を
連
れ
て
訪
ね
て
こ
ら

れ
た
。
彼
ら
は
博
物
館
が
出
版
し
た
明
義
士
先
生
収
蔵
の
甲
骨
拓
本
集

を
す
で
に
見
ら
れ
て
お
り
、
玉
田
継
雄
氏
は
い
ま
甲
骨
文
の
書
籍
の
序

跋
を
編
集
し
て
お
ら
れ
、
文
字
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
、
さ
ら
に
注
釈

を
加
え
る
そ
う
だ
。
私
は
序
言
の
中
で
何
人
か
の
個
人
名
を
出
し
て
い

て
、
彼
が
こ
の
人
た
ち
の
身
分
を
知
り
た
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、

私
が
出
版
し
た
第
一
冊
を
渡
し
た
。
白
川
静
先
生
は
銅
器
と
古
代
文
字

台
湾
に
お
け
る
白
川
文
字
学
の
受
容
の
過
去
と
現
在張　
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台
湾
に
お
け
る
白
川
文
字
学
の
受
容
の
過
去
と
現
在

一
〇

に
お
い
て
非
常
に
多
く
の
著
作
が
あ
り
、
学
界
で
は
大
変
有
名
で
あ
っ

た
。
の
ち
に
台
湾
の
学
者
が
白
川
先
生
の
三
本
の
著
作
を
中
国
語
に
翻

訳
し
て
出
版
し
た
。
白
川
先
生
は
私
の
師
で
あ
る
屈
万
里
教
授
と
手
紙

の
や
り
取
り
が
あ
り
、
さ
ら
に
屈
万
里
先
生
が
感
服
し
た
学
者
の
一
人

で
も
あ
っ
た
の
だ
。
白
川
先
生
は
私
の
以
前
の
著
作
を
読
ま
れ
た
こ
と

が
あ
り
、
私
が
見
込
み
の
あ
る
人
材
で
あ
る
と
認
め
て
く
だ
さ
っ
た
よ

う
で
、
先
生
自
ら
訪
ね
て
く
だ
さ
り
、
さ
ら
に
私
に
一
揃
い
の
、
十
何

本
に
も
な
る
大
作
で
あ
る
『
説
文
新
義
』
及
び
銅
器
に
つ
い
て
の
論
文

の
抜
刷
り
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
白
川
静
先
生
は
お
そ
ら
く
不
老
の

術
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
、
私
は
当
時
先
生
と
の
歳
の
差
は
二
十

歳
以
上
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
五
十
歳
以
上
は
離
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る（

3
）。

許
進
雄
先
生
の
回
顧
に
よ
っ
て
白
川
静
先
生
と
屈
万
里
先
生
の
お
二
方
の
交
流

が
明
ら
か
に
な
り
、
ま
た
白
川
静
先
生
が
学
術
の
優
秀
な
成
果
に
よ
っ
て
当
時
の

学
者
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
早
く
か
ら
中
国
語
で
の
著

作
が
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
所
集
刊
』（

4
）に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
大
い
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
１
９
８
１
年
に
は
中
央
研
究
院
の
要
請
を
受

け
、
第
一
回
国
際
漢
学
会
議
に
参
加
し
て
お
ら
れ（

5
）、
そ
の
学
術
が
当
時
の
漢
学

研
究
に
お
い
て
特
別
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
よ
り
以
前
か
ら
、
台
湾
で
は
白
川
静
先
生
に
対
し
て
す
で
に
相
当
の
認
識

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
先
生
の
文
章
が
何
度
も
中
国
語
に
翻
訳
さ

れ
、
台
湾
の
著
名
な
雑
誌
に
載
せ
ら
れ（

6
）、
ま
た
は
専
門
書
が
発
行
さ
れ
る
な
ど

の
形
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
そ
の
中
で
も
蔡
哲
茂
・
温
天
河
先
生
の
翻
訳
し
た『
甲

骨
文
の
世
界
』
の
一
書（

7
）は
、
台
湾
の
白
川
静
先
生
に
対
す
る
さ
ら
に
一
歩
進
ん

だ
認
識
を
推
し
進
め
、
加
え
て
将
来
の
甲
骨
研
究
学
者
必
備
の
書
と
な
り
、
こ
の

の
ち
『
中
国
古
代
文
化
』・『
金
文
の
世
界
』・『
漢
字
百
話
』
の
諸
作
品
が
次
々
と

翻
訳
さ
れ
る
と（

8
）、
さ
ら
な
る
学
者
と
一
般
の
人
々
の
先
生
の
学
説
に
対
す
る
関

心
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
専
著
の
翻
訳
以
外
に
も
、
周
法
高
先
生
主
編

の
『
金
文
詁
林
』（
１
９
７
４
―
１
９
７
５
年
出
版
）
で
は
、
周
先
生
が
時
折
本

の
中
で
自
分
自
身
の
注
釈
を
加
え
、
か
つ
注
釈
の
中
に
し
ば
し
ば
白
川
静
先
生
の

見
解
（
主
に
『
金
文
通
釈
』）
を
載
せ
た
た
め
に（

9
）、
間
接
的
に
日
本
人
の
金
文
研

究
の
成
果
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
後
の
『
金
文
詁
林
補
』・

『
金
文
詁
林
附
録
』
で
は
白
川
先
生
の
『
金
文
通
釈
』・『
説
文
新
義
』
の
二
書
を

大
量
に
翻
訳
し
、
そ
の
諸
説
を
改
め
て
並
べ
て
金
文
各
字
の
は
じ
め
に
載
せ
て

お
り（
10
）、
こ
の
こ
と
は
研
究
者
た
ち
の
検
索
時
の
手
間
を
省
き
、
そ
の
上
そ
の
学

説
は
多
方
面
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

上
記
は
、
白
川
静
先
生
の
著
作
と
学
説
と
の
台
湾
に
お
け
る
中
国
語
で
の
掲
載

と
翻
訳
の
大
ま
か
な
状
況
で
あ
る
。
筆
者
は
文
字
学
研
究
の
資
質
が
な
お
浅
く
、

白
川
静
先
生
の
浩
瀚
な
研
究
成
果
に
つ
い
て
わ
ず
か
少
し
ば
か
り
知
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
が
、
今
自
分
の
知
識
が
浅
陋
な
こ
と
を
顧
み
ず
、
試
み
に
先
生
の
台
湾

で
の
文
字
学
へ
の
影
響
を
整
理
し
よ
う
と
思
う
。
時
間
は
二
十
世
紀
の
六
十
年
代

か
ら
二
十
一
世
紀
の
今
日
ま
で
に
跨
が
っ
て
い
る
。
資
料
の
引
用
の
上
で
は
、
台

湾
で
は
早
く
か
ら
学
者
た
ち
が
往
々
に
し
て
直
接
そ
の
日
本
語
の
著
作
を
読
み
、

例
え
ば
当
時
多
く
の
中
国
の
古
代
に
つ
い
て
述
べ
る
研
究
者
は
そ
の
日
本
語
の
論

説
を
引
用
し
、
そ
の
中
で
も
ま
た
先
生
の
『
金
文
通
釈
』
と
そ
の
系
列
の
系
統
的
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な
著
作
が
多
い
に
関
心
を
向
け
ら
れ
た（
11
）。
故
に
本
稿
で
は
ま
ず
白
川
静
先
生
の

文
字
学
研
究
の
台
湾
で
引
用
の
様
子（
12
）を
整
理
し
、
そ
し
て
１
９
７
７
年
の
『
甲

骨
文
の
世
界
』
の
翻
訳
を
区
分
と
し
て
、
こ
の
区
分
の
前
後
期
の
引
用
の
様
子
を

示
す
。
第
二
部
分
で
は
す
な
わ
ち
主
題
方
式
を
と
っ
て
、
学
者
た
ち
の
白
川
先
生

の
幾
つ
か
の
学
説
に
対
す
る
討
論
の
様
子
を
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
中
に
は
賛
同
を

示
し
た
り
疑
問
を
示
し
た
り
し
た
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
は
学
術
研
究
に

必
要
な
交
流
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
初
歩
的
な
整
理
に
よ
っ
て
、
台

湾
の
学
界
の
白
川
静
先
生
の
文
字
学
の
受
容
と
討
論
の
概
況
を
提
示
で
き
れ
ば
と

思
う
。

二
、  

白
川
静
古
代
文
字
学
の
台
湾
文
字
学
界
に
お
け
る
引
用

の
概
況 

―
１
９
７
７
年『
甲
骨
文
の
世
界
』訳
本
を
区
分
と
し
て

学
術
研
究
の
基
礎
は
、
資
料
の
把
握
に
あ
り
、
欠
け
た
部
分
が
な
く
、
な
お
か

つ
全
面
的
な
材
料
を
手
に
入
れ
た
後
に
、
や
っ
と
研
究
の
基
盤
が
備
わ
っ
た
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
20
世
紀
の
六
〜
七
十
年
代
に
お
い
て
は
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

ま
だ
未
発
達
で
、
資
料
を
得
る
の
は
難
し
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、
白
川
静
先
生
は

資
料
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
一
番
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
、
く
ま
な

く
調
べ
上
げ
、
揃
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
許
倬
雲
院
士
が
西
周
に
関
係
す

る
史
実
に
つ
い
て
書
い
た
と
き
、『
金
文
通
釈
』
を
資
料
の
引
用
の
拠
り
所
と

し
た（
13
）。
周
法
高
が
撰
し
た
『
三
代
吉
金
文
存
著
録
表
』
の
「
自
序
」
で
は
白
川

静
先
生
の
文
献
資
料
収
集
の
完
整
さ
に
つ
い
て
盛
ん
に
褒
め
称
え
て
い
る（
14
）。
ま

た
厳
一
萍
の
「
蔑
暦
古
義
上
」
の
一
文
も
、
先
生
が
「
蔑
暦
解
」
の
一
文
に
お
い

て
完
璧
に
諸
家
の
説
を
集
め
て
い
る
こ
と
己
に
勝
る
と
賞
賛
を
述
べ
て
い
る（
15
）。

資
料
を
広
く
集
め
た
こ
と
に
よ
り
、
一
方
で
は
学
者
が
情
報
を
掌
握
す
る
の
に
便

利
で
あ
り
、
ま
た
一
方
で
は
間
接
的
に
先
生
の
説
が
さ
ら
に
多
く
の
関
心
を
得
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
）
１
９
７
７
年
以
前
―
屈
万
里
・
周
法
高
・
許
倬
雲
・
葉
達
雄
を
例
と
し
て

白
川
静
先
生
は
出
土
文
献
の
年
代
の
断
定
、
お
よ
び
文
字
を
解
き
明
か
す
こ
と

に
よ
っ
て
当
時
の
政
治
社
会
状
況
を
説
明
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
当
時
に

お
い
て
は
、
こ
れ
は
時
間
の
縦
方
向
と
空
間
の
横
方
向
と
の
全
面
的
な
考
察
を
深

く
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
古
代
を
研
究
す
る
台
湾
の
学
者
は
、

そ
の
説
を
な
お
ざ
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
さ
ら
に
は
そ
の
観

点
を
商
周
の
関
連
す
る
史
実
を
探
求
す
る
基
礎
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
今
、

１
９
７
７
年
以
前
の
重
要
な
四
人
の
学
者
を
例
に
と
っ
て
説
明
を
し
よ
う
。

屈
万
里
先
生
は
「
岳
義
稽
古
」
の
附
記
に
お
い
て
、白
川
静
先
生
の
「
羌
族
考
」

の
中
で
「
岳
」
が
「
嵩
山
」
で
あ
る（
16
）と
い
う
意
見
を
見
つ
け
た
が
た
め
に
そ
の

文
章
を
書
い
た
と
特
に
説
明
し
て
お
り
、
屈
先
生
が
白
川
静
先
生
の
著
作
を
十
分

に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
他
、「
釈
黹
屯
」
で
も
白
川
静

先
生
が
「
黹
屯
」
に
対
し
て
孫
詒
讓
・
唐
蘭
な
ど
の
人
物
と
同
じ
く
上
着
の
模
様

で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
引
い
て
い
る（
17
）。『
殷
墟
文
字
甲
編
考
釈
』
で
も
ま
た

何
度
も
白
川
先
生
の
著
作
を
引
き
、例
え
ば
１
６
６
頁
で
は
、『
甲
骨
金
文
学
論
集
・

殷
代
雄
族
考
』
で
「

」
が
「
肅
」
と
解
釈
さ
れ
、
す
な
わ
ち
春
秋
時
代
の
肅

の
国
で
あ
る
こ
と
を
引
い
て
お
り
、ま
た
３
４
０
４
頁
で
は
『
甲
骨
金
文
学
論
集
・

殷
代
雄
族
考
』
で
「
奠
」
が
「
鄭
」
と
さ
れ
、
殷
商
の
時
代
に
す
で
に
鄭
の
地
名



台
湾
に
お
け
る
白
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文
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容
の
過
去
と
現
在

一
二

が
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
部
分
を
引
い
て
い
る（
18
）。
ま
た
、「
西
周
史
実

概
述
」（
19
）で
も
『
金
文
通
釈
』
の
い
く
つ
か
の
器
銘
に
対
す
る
年
代
の
特
定
を
引

用
し
て
お
り
、
注
44
で
は
さ
ら
に
陳
槃
が
白
川
静
『
甲
骨
金
文
学
論
集
』
に
賛
同

し
て
、「
呂
刑
」
の
呂
王
は
確
実
に
か
つ
て
命
を
受
け
て
王
と
称
し
て
い
た
と
い

う
説
を
保
留
し
て
い
る
。
屈
万
里
の
引
用
の
内
容
か
ら
、
白
川
静
先
生
の
（
1
）

古
代
の
国
家
や
土
地
の
検
証
、（
2
）
銅
器
の
年
代
の
特
定
、（
3
）
文
字
の
解
釈

な
ど
の
三
方
面
の
研
究
路
線
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

周
法
高
先
生
は
『
金
文
詁
林
』
を
著
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
恩
恵
を
受
け
た
者
は

無
数
に
い
る
。
当
時
は
書
中
に
引
用
さ
れ
る
諸
家
の
説
に
は
、
ま
だ
日
本
人
の
説

が
十
分
に
は
対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
周
法
高
先
生
の
意
見
の

中
に
は
、
何
度
と
な
く
白
川
静
先
生
の
意
見
が
出
さ
れ
、
３
５
８
４
頁
の
「

」

の
字
の
説
明
で
は
、「
白
川
静
の
金
文
通
釈
で
の
康
侯

の
考
釈
の
捜
求
が
最
も

詳
し
い
」
と
あ
り
、
白
川
先
生
の
資
料
の
収
集
が
完
整
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て

い
る
。
ま
た
そ
の
ま
ま
の
引
用
も
あ
り
、
２
７
８
１
頁
の
「

」
の
説
明
に
は
、

陳

（
１
３
３
６
）「
用
追
孝
於
我
皇

」
の

は
考
と
読
み
、
こ
こ
で

は
舅
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
金
文
通
釈
二
一
七
・
桓
子
孟
姜
壺
・
白
鶴
美
術
館
誌

第
三
八
輯
・
三
九
〇
〜
三
九
一
頁

と
あ
り
、
こ
の
例
で
は
、
周
先
生
の
説
明
に
よ
っ
て
初
期
の
白
川
静
先
生
の
説
の

翻
訳
を
行
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
く
、
こ
の
本
を
参
照
し
た
者
は
そ
の
説
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
似
た
よ
う
な
引
用
は
さ
ら
に
３
４
１
４

頁
の
「
會
」・
４
８
０
４
頁
の
「
呂
」
な
ど
に
見
ら
れ
、
５
１
６
１
頁
の
「
北
」

で
は
、白

川
静
は
ま
た
、
王
国
維
の
北
は
燕
で
あ
る
と
す
る
説
に
疑
問
を
抱
い
て
お

り
、

衛
の
銘
は
卜
辞
中
で
は
殷
王
畿
に
属
し
、
殷
の
滅
亡
後
は
、
そ
の

族
は
他
の
地
域
に
移
り
、
燕
魯
の
地
は
元
の

で
は
な
い
、
…
…
つ
ま
り

白
川
の
説
と
陳
槃
の
説
は
同
じ
で
あ
り
、
正
し
い
。

と
あ
り
、
賛
成
の
意
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
周
高
法
先
生
は
ま
た
白
川
静
先
生

の
説
に
対
し
て
意
見
を
申
し
述
べ
て
お
り
、
た
と
え
ば
６
３
１
０
頁
の
「
湡
」
に

つ
い
て
、「
白
川
静
は
『
鴻
』
と
し
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
そ
の

ほ
か
に
、
先
生
の
中
国
語
の
翻
訳
書
と
中
国
語
の
著
作
を
引
用
し
て
い
る
部
分
が

多
く
あ
り
、
１
１
４
７
―
１
１
５
２
頁
「
冊
」
で
は
鄭
清
茂
が
翻
訳
し
た
「
作
冊

考
」
を
引
用
し
、
２
３
６
２
―
２
３
７
２
頁
「
蔑
」
で
は
先
生
の
「
再
論
蔑
暦
」

の
文
章
を
載
せ
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
さ
ら
に
『
金
文
詁
林
補
』
で
先
生
の
作
品
を

大
量
に
翻
訳
し
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た（
20
）。

許
倬
雲
先
生
が
『
西
周
史
』
を
出
版
し
た
の
は
１
９
８
４
年
の
こ
と
で
、
書
中

で
は
何
度
も
『
金
文
通
釈
』
の
年
代
特
定
の
資
料
を
引
用
す
る
と
同
時
に
、
わ
ず

か
に
部
分
的
な
修
正
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
、「
周
東
遷
始
末
」

（
１
９
７
８
）
の
一
文
で
、「
翻
訳
検
討
を
し
た
と
こ
ろ
、
本
文
の
金
文
の
銘
の
語

句
は
、
ど
れ
も
そ
の
書
か
ら
採
用
し
、
各
器
の
時
代
の
異
説
も
ま
た
そ
の
書
に
見

え
る
。」（
21
）と
し
、
そ
の
議
題
を
論
述
の
資
料
と
み
な
し
、
並
び
に
白
川
静
先
生
の

説
を
も
っ
て
歴
史
を
説
き
明
か
し
、
例
え
ば
金
文
の
「
貯
」
と
い
う
文
字
（
注
・

現
代
の
学
者
の
多
く
は
「
賈
」
と
解
釈
す
る
）
で
は
、王
国
維
・
郭
沫
若
の
「
賜
予
」

の
説
を
採
ら
ず
、
白
川
静
が
「
徵
賦
」
と
し
て
意
味
を
比
較
的
長
い
と
い
う
よ
う

に
解
釈
し
て
い
る
の
に
同
意
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
文
中
で
は
『
金
文
の
世

界
』が「
克
鼎
」と
成
周
八
師
の
関
係
を
詳
述
し
て
い
る
の
を
引
用
し
て
い
る
。『
甲

骨
金
文
学
論
集
』「
殷
代
雄
族
考
・
鄭
」
に
拠
っ
て
考
察
し
、
鄭
武
公
の
西
鄭
は
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三

卜
辞
鄭
の
元
の
領
地
で
あ
り
、
王
畿
内
の
鄭
と
は
す
な
わ
ち
、
周
が
商
を
滅
し
た

の
ち
に
元
の
鄭
の
地
に
移
っ
た
人
々
の
こ
と
で
あ
る
と
正
し
、
許
氏
は
「
白
川
氏

の
説
は
、
非
常
に
意
味
が
あ
る
」
と
し
て
、
河
・
雍
の
鄭
人
と
西
周
の
鄭
人
が
情

報
を
交
換
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
鄭
伯
が
十
邑
を
襲
い
取
る
の
に
都
合
が
良

か
っ
た
と
論
証
し
て
い
る
。

葉
達
雄
先
生
は
台
湾
大
学
の
歴
史
科
の
中
で
早
期
か
ら
西
周
史
に
つ
い
て
研
究

し
た
人
物
で
、
常
に
白
川
静
先
生
の
金
文
に
お
け
る
年
代
特
定
の
資
料
及
び
関
連

す
る
史
実
・
地
望
の
推
断
を
引
用
し
、
例
え
ば
「
西
周
の
文
・
武
・
成
・
康
時
代

の
文
治
と
武
功
」
で
は
「
郭
某
、
白
川
静
の
二
氏
は

と
解
釈
し
て
い
る
。
場
所

は
今
の
河
南
省
密
縣
の
東
北
五
十
里
に
あ
る
新
鄭
と
隣
接
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

…
…
そ
の
た
め
や
は
り
河
南
の
地
を
こ
こ
と
す
る
。」（
22
）と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、

何
人
か
の
説
を
引
用
し
、
ど
れ
も
河
南
の
地
の
推
論
に
賛
同
し
て
い
る
。「
西
周

馬
政
初
探
」
で
は
、「
楚
走
馬
」
に
対
し
て
、「
郭
某
は
楚
と
走
馬
は
ど
ち
ら
も
官

名
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
楊
樹
達
は
楚
の
地
名
で
あ
る
と
み
な
し
、
走
馬
は
よ
く

走
る
馬
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
白
川
静
氏
は
楚
が
動
詞
で
あ
る
と
み
な
し
、
輔

佐
と
い
う
意
味
で
、
走
馬
は
官
名
で
あ
る
と
す
る
。」（
23
）と
言
っ
て
い
る
。
白
川
静

先
生
の
説
は
『
金
文
通
釈
』
に
よ
る
も
の
で
、「
楚
」
は
現
在
で
は
多
く
は
「
胥
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
補
佐
の
意
味
と
す
る
こ
と
疑
い
な
く
、
し
た
が
っ
て
葉
雄
達

先
生
の
学
術
の
見
識
が
、
白
川
静
先
生
の
考
釈
の
正
確
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
葉
氏
は
他
に
も
多
く
の
文
章
で
西
周
の
史
実
に
関
し
て

検
討
し
て
お
り
（
１
９
７
７
年
以
前
に
限
ら
ず
）、
そ
の
文
章
の
中
で
白
川
静
先

生
の
年
代
特
定
の
観
点
と
制
度
の
討
論
を
引
用
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
多
く

は
『
金
文
通
釈
』
に
よ
る
も
の
で
、少
数
の
「
刑
国
始
末
記
」
は
『
甲
骨
文
の
世
界
』

の
意
見
か
ら
の
引
用
で
あ
り（
24
）、
こ
こ
で
は
全
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。

以
上
に
許
倬
雲
・
葉
達
雄
の
例
を
あ
げ
た
の
は
、
台
湾
の
当
時
の
古
代
史
研
究

の
学
者
が
白
川
静
の
学
説
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
す
た
め
で
あ

り
、
た
と
え
完
全
に
は
賛
同
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
学
説
の
中
か
ら
自
身

の
歴
史
の
観
点
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
白
川
静
先
生

の
『
金
文
通
釈
』
の
一
書
は
陳
夢
家
の
『
西
周
銅
器
断
代
』・
郭
沫
若
の
『
両
周

金
文
辞
大
系
』
の
後
を
継
い
で
、
資
料
の
収
集
が
さ
ら
に
完
全
と
な
り
、
な
お
か

つ
明
確
な
年
代
特
定
が
行
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
当
時
の
両
周
の
出
土
史

実
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
著
作
と
し
て
、
周
法
高
は
「
三
十
年
来
的
殷
周
金
文

研
究

―
「
三
代
吉
金
文
存
補
編
」
代
序
」
の
中
で
さ
ら
に
『
金
文
通
釈
』
の
概

況
を
詳
細
に
紹
介
し
、
そ
の
上
そ
の
方
法
は
郭
沫
若
・
陳
夢
家
の
二
人
を
承
継
し

て
い
る
と
認
め
た（
25
）。
当
時
は
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
書
が
整
理
し
た
関
連
す
る

金
文
を
根
拠
に
論
述
を
加
え
、そ
の
後
陸
続
有
『
殷
周
金
文
集
成
』
が
器
物
に
よ
っ

て
さ
ら
に
多
く
の
揃
っ
た
金
文
資
料
を
配
列
し（
26
）、
ま
た
馬
承
源
主
編
の
『
商
周

靑
銅
器
銘
文
選
』
で
は
周
王
の
器
を
羅
列
し
て
さ
ら
に
詳
細
な
字
句
の
考
釈
を

載
せ（
27
）、『
金
文
通
釈
』
の
引
用
資
料
と
し
て
の
地
位
は
低
く
は
な
っ
た
と
は
言
っ

て
も
、
書
中
の
白
川
静
先
生
の
幾
つ
か
の
考
え
は
今
で
も
絶
え
ず
引
用
さ
れ
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

（
二
）
１
９
７
７
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

１
９
７
７
年
の
『
甲
骨
文
の
世
界
』
の
翻
訳
は
、
台
湾
に
と
っ
て
の
白
川
静
に

対
す
る
認
識
を
さ
ら
に
一
歩
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
本
の
翻
訳
に

よ
っ
て
、
引
用
す
る
者
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
例
え
ば
１
９
７
９
年
の
杜
正
勝
が



台
湾
に
お
け
る
白
川
文
字
学
の
受
容
の
過
去
と
現
在

一
四

著
し
た
「
周
代
封
建
的
建
立
」
の
文
章
で
は
、『
甲
骨
文
の
世
界
』
の
翻
訳
を
使

用
し
て
い
る（
28
）。
こ
の
ほ
か
に
、
台
湾
の
博
士
や
修
士
論
文
に
よ
る
引
用
の
状
況

に
は
、以
下
の
幾
つ
か
の
状
況
が
あ
る
。（
1
）甲
骨
に
つ
い
て
研
究
す
る
者
で
は
、

た
と
え
ば
張
惟
捷
『
商
代
甲
骨
田
猟
刻
辞
研
究
』
が
「
犬
」
の
管
掌
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る（
29
）。
さ
ら
に
陳
冠
勲
『
殷
卜
辞
中
牢
字
及
其
相
関
研
究
』
（
30
）、蔡
依
静
『
出

組
卜
王
卜
辞
的
整
理
与
研
究
』（
31
）、
林
文
仁
『
甲
骨
象
形
文
形
義
考
述
』
（
32
）、
林
雅

『
甲
骨
塗
辞
研
究
・
以
塗
朱
甲
骨
為
核
心
』（
33
）な
ど
の
論
文
に
ど
れ
も
引
用
が

見
ら
れ
る
。（
2
）
宗
教
・
政
治
文
化
研
究
で
は
、
例
え
ば
王
蔚
『
殷
商
羌
族
及

岳
神
芻
議
』（
34
）、
石
蘭
梅
『
論
商
代
的
王
権
及
其
発
展
』
（
35
）、
そ
し
て
林
素
娟
『
先

秦
至
両
漢
婚
姻
礼
俗
与
制
度
研
究
』
で
は
姓
氏
二
分
の
観
点
を
引
用
し
て
い
る（
36
）。

甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
、
さ
ら
に
早
期
の
も
の
で
、
劉
文
強
『
春
秋
時
代
封
建
制

度
的
解
体
』
が
も
っ
と
先
に
こ
の
訳
本
を
引
用
し
て
い
る（
37
）。
こ
こ
で
は
以
上
の

数
例
を
挙
げ
て
、
こ
の
書
の
翻
訳
が
、
広
い
範
囲
で
引
用
さ
れ
て
、
今
に
至
る
ま

で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

１
９
８
２
年
の
『
金
文
詁
林
補
』
は
『
金
文
通
釈
』
の
一
書
を
大
量
に
翻
訳
し
、

学
者
に
さ
ら
に
多
く
の
白
川
静
先
生
の
学
説
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
た

め
、
進
ん
で
引
用
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
こ
の
本
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
そ
の
学
説
に

注
意
が
向
け
ら
れ
、
の
ち
に
原
書
の
内
容
が
振
り
返
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
１
９
８
７
年
の
王
明
珂
が
著
し
た
「
西
周

国
考
」
は
『
金
文
詁
林
補
』

（
１
６
２
２
頁
）
を
使
い
、
白
川
静
の

国
に
対
す
る
考
察
に
言
及
し
て
い
る（
38
）。

江
淑
恵
『
郭
沫
若
之
金
石
文
字
学
研
究
』
も
『
金
文
詁
林
補
』
が
翻
訳
し
た
白
川

静
の
説
を
利
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
金
文
通
釈
』
が
相
当
な
体
系
を

持
ち（
39
）、
主
に
は
器
銘
を
主
と
し
て
い
て
、『
金
文
詁
林
補
』
の
字
頭
の
列
の
分
け

方
や
各
説
と
は
同
じ
で
は
な
い
が
た
め
に
、
台
湾
の
学
者
は
な
お
習
慣
と
し
て
白

川
先
生
の
原
書
を
引
用
し
、
ま
た
原
典
は
資
料
に
お
い
て
揃
っ
て
い
る
た
め
、
原

書
を
引
く
者
が
多
い
。
以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
。

（
1
）
台
湾
の
西
周
史
を
研
究
す
る
者
は
、
先
述
し
た
許
倬
雲
を
除
い
て
、
杜

正
勝
も
ま
た
非
常
に
重
要
な
学
者
で
あ
り
、
そ
の
文
章
は
い
つ
も
『
金
文
通
釈
』

を
引
用
し
て
い
る
。
例
と
し
て
「
略
論
殷
遺
民
的
遭
遇
与
地
位
」（
40
）で
は
白
川
静

が
日
名
の
あ
る
西
周
器
を
東
方
氏
族
の
も
の
と
す
る
と
い
う
方
法
に
言
及
し
、「
あ

い
ま
い
さ
が
残
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
殷
の
遺
民
を
識
別
す
る
参
考
に
な
る
。」

と
し
、
さ
ら
に
「
周
代
封
建
制
度
的
社
会
結
構
」
で
は
、
白
川
静
先
生
の
西
周
が

東
進
し
て
停
滞
し
た
の
ち
も
、
周
族
が
依
然
と
し
て
江
漢
の
徐
淮
一
帯
に
継
続
し

て
戦
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
意
見
を
持
ち
出
し（
41
）、『
周
代
城
邦
』
で
も
ま
た
『
金

文
通
釈
』
が
収
録
し
て
い
る
青
銅
銘
文
に
関
す
る
史
実
の
討
論
を
行
っ
た（
42
）。
王

文
陸
は
宣
王
の
史
実
を
検
討
す
る
際
に
、『
金
文
通
釈
』
の
年
代
特
定
と
銘
文
を

採
用
し
、
な
お
か
つ
い
く
つ
か
の
観
点
を
採
っ
て
信
用
し
て
お
り
、
例
え
ば
宣
王

が
淮
夷
に
対
し
て
す
で
に
再
び
征
伐
は
加
え
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
周
室
が
東
遷
の

準
備
を
し
て
い
る
と
す
る
点
な
ど
で
あ
る
（
３
２
２
頁
）。
あ
る
い
は
白
川
静
先

生
の
「
方
氏
は
、
師

で
あ
る
」
と
い
う
氏
族
説
を
用
い
て
、
郭
沫
若
の

「

」
は
圜
で
あ
り
、「
方
」
は
名
前
で
あ
り
、
名
と
字
の
対
応
で
あ
る
と
い
う

説
に
反

し
て
い
る
（
２
８
１
頁
）（
43
）。
陳
昭
容
は
周
王
室
と
諸
侯
両
者
の
婚
姻

関
係
に
つ
い
て
深
く
検
討
し
て
お
り
、
そ
の
文
章
の
中
で
同
姓
の
婚
姻
の
存
在
に

つ
い
て
反
対
し
、
白
川
静
の
『
金
文
通
釈
』
四
巻
「
楚
王
鐘
」
で
楚
王
が
同
姓
女

の
た
め
に

器
を
作
っ
た
と
す
る
解
釈
が
比
較
的
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
の
を
引
用

し
て
い
る（
44
）。
雷
晋
豪
も
白
川
静
の
「
元
年
師

簋
」
が
夷
王
の
代
の
時
の
周
自
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五

身
と
斉
国
と
の
関
係
と
解
釈
し
て
い
る
の
に
言
及
し
て
い
る（
45
）。

（
2
）
器
銘
の
解
釈
で
は
、
金
文
の
器
銘
を
研
究
す
る
者
が
、
そ
の
説
を
引
用

し
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
る
。例
と
し
て
早
期
の
沈
宝
春
先
生
の
修
士
論
文『
商

周
金
文
録
遺
考
釈
』
で
は
大
量
に
引
用
し
て
い
る（
46
）。
江
淑
恵
の
修
士
論
文
で
も

引
用
が
見
ら
れ
る（
47
）。
洪
恩
耕
は
白
川
静
の
「
晋
公
奠
皿
」
で
盟
の
字
の
下
に
「
祀
」

の
字
を
補
っ
た
こ
と
に
賛
同
し
て
お
り
（
55
頁
）（
48
）、
文
と
意
味
が
通
じ
合
っ
て

い
る
。
金
信
周
は
白
川
静
が
「
耳
尊
」
を
観
察
し
て
（『
金
文
通
釈
』
巻
の
下
）、

祝
嘏
の
辞
が
西
周
後
期
の
銘
文
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
見
解
を
引
用
し
て

い
る（
49
）。
以
上
、
器
銘
の
研
究
者
が
白
川
静
を
引
用
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
数
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た（
50
）。

こ
れ
以
外
に
も
、
台
湾
の
学
者
の
『
金
文
通
釈
』
の
引
用
は
、
文
字
の
考
釈（
51
）・

国
名
地
名（
52
）・
文
例（
53
）・
人
物
の
年
代
の
特
定（
54
）な
ど
の
方
面
の
研
究
に
お
い
て
も
な

お
見
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
年
代
特
定
の
部
分
は
以
下
の
節
で
も
う
一
度
詳
し
く
述

べ
る
。

１
９
７
１
年
に
『
金
文
の
世
界
』
が
出
版
さ
れ
、
１
９
８
９
年
に
は
温
天
河
・

蔡
哲
茂
が
中
国
語
に
翻
訳
し
た
が
、
翻
訳
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
書
物

は
西
周
史
の
研
究
で
既
に
何
度
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
先
述
の
許
倬
雲
、
杜
正
勝

の
二
人
は
ど
ち
ら
も
そ
う
で
あ
る
。
翻
訳
さ
れ
た
後
は
、
こ
の
本
を
参
考
に
す
る

者
が
さ
ら
に
増
加
し
、
例
え
ば
黃
仁
甫
は
こ
の
本
の
中
の
金
文
資
料
に
関
す
る
部

分
を
引
用
し
て
述
べ
、
論
述
の
基
礎
と
し
て
い
る（
55
）。
鄭
憲
仁
は
『
金
文
の
世
界
』

の
幾
つ
か
の
論
点
に
対
し
て
評
述
を
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
「
休
王
」
は
康
王
の

生
存
時
の
呼
称
で
は
な
い
と
い
う
点
な
ど
で
あ
る（
56
）。
郭
秋
鑫
は
白
川
静
が
金
文

「
王
姜
」
の
描
写
が
当
時
の
女
性
の
地
位
を
説
明
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
を
引
用

し
て
い
る（
57
）。
柯
佩
君
は
、
白
川
静
先
生
の
鋳
造
技
術
を
根
拠
に
青
銅
の
年
代
を

区
別
す
る
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
他
の
要
素
（
銘
文
な
ど
）
を

考
量
す
る
こ
と
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
意
見
を
認
め
て
い
る（
58
）。
雷
晋
豪
は
白

川
静
が
昭
王
の
南
征
に
対
し
て
、
周
代
の
南
の
地
方
を
研
究
す
る
手
が
か
り
に
な

る
と
し
て
い
る
の
を
参
考
に
し
て
い
る（
59
）。『
金
文
の
世
界
』
の
一
書
は
広
範
性
が

強
く
、
歴
史
の
縦
の
面
と
空
間
的
な
構
造
を
併
せ
持
ち
、
当
時
の
社
会
制
度
に
関

し
て
も
欠
く
こ
と
な
く
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

１
９
７
３
年
の
『
甲
骨
金
文
学
論
叢
』
で
は
白
川
静
先
生
の
甲
骨
・
金
文
の
数

篇
の
文
章
を
収
録
し
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
既
に
翻
訳
が
行
わ
れ
て
い
る
三
書
の

状
況
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
本
の
い
く
つ
か
の
部
分
の
篇
章
は
既
に
中
国
語
で
発

表
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
「
再
論
蔑
暦
」
や
、
ま
た
は
以
前
に
中
国
語
に
翻
訳

さ
れ
た
「
作
冊
考
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
「
殷
代
雄
族
考
」・「
召

方
考
」・「
羌
族
考
」
は
古
代
の
地
理
に
言
及
し
て
い
る
た
め
に
、
多
く
が
地
理
の

方
面
の
文
章
に
関
係
し
て
お
り
、
大
半
が
そ
の
説
を
参
考
に
し
て
い
る
。
杜
正
勝

は
白
川
静
先
生
の
卜
辞
「
鄭
」
の
考
察
を
参
考
に
、
鄭
が
殷
の
強
宗
大
族
で
あ
る

と
推
論
し
て
い
る（
60
）。
鍾
柏
生
は
白
川
静
先
生
の
「
鄭
」
が
河
南
省
の
新
鄭
に
あ

る
と
い
う
説
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る（
61
）。
王
明
珂
と
筆
者
の
博
士
論
文
も
ま
た

「
羌
族
考
」
が
羌
を
河
南
省
西
部
の
平
原
と
丘
陵
の
交
差
す
る
土
地
に
置
い
た
と

い
う
説
を
参
考
に
し
て
い
る（
62
）。

１
９
６
４
年
に
出
版
さ
れ
た
『
金
文
集
』
は
、『
金
文
通
釈
』
と
比
べ
て
台
湾

で
は
引
用
は
少
し
し
か
見
ら
れ
な
い（
63
）。
１
９
６
９
年
か
ら
１
９
７
４
年
に
出
版

さ
れ
た
『
説
文
新
義
』
は
主
に
新
し
い
資
料
に
よ
っ
て
『
説
文
』
の
字
形
を
説
き

明
か
し
て
お
り
、
こ
の
本
は
『
金
文
詁
林
補
』
の
中
で
大
量
に
翻
訳
さ
れ
、
学
者



台
湾
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が
字
形
を
討
論
す
る
際
に
容
易
に
引
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
周
鳳
五
先

生
は
「
説
巫
」
の
文
章
を
『
金
文
詁
林
補
』
の
翻
訳
に
活
用
し
て
お
り
、
白
川
静

先
生
が
「
亜
」
の
字
を
墓
室
の
形
と
し
て
お
り
、
祭
祀
の
職
能
を
持
っ
て
い
た
と

す
る
こ
と
に
言
及
し
、
周
先
生
は
「
亜
」
と
「
巫
」
の
字
が
関
連
し
て
い
て
、
字

義
は
承
襲
の
関
係
を
有
し
て
い
る
と
し
て
い
る（
64
）。
許
育
龍
は
声
字
に
つ
い
て
研

究
し
、『
説
文
新
義
』
で
「
吏
」
が
「
亦
た
声
字
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、

会
意
字
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
引
き
、
そ
の
上
で
そ
の
説
が
信
頼
す
る

に
足
る
と
認
め
て
い
る（
65
）。
劉
紹
鈴
は
白
川
静
の『
説
文
新
義
』な
ど
の「
文
」・「
徳
」

の
符
号
の
解
釈
を
利
用
し
て
、
改
め
て
「
文
学
」
の
背
後
に
含
ま
れ
る
意
味
に
つ

い
て
注
釈
し
て
い
る（
66
）。

早
く
１
９
７
８
年
に
既
に
出
版
さ
れ
た
『
漢
字
百
話
』
は
、２
０
１
２
年
に
や
っ

と
鄭
威
に
よ
っ
て
中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
が
、
翻
訳
さ
れ
て
ま
だ
日
が
浅
い
た
め

か
、
台
湾
の
中
国
語
・
歴
史
に
関
す
る
学
者
の
引
用
は
少
な
い（
67
）が
、
た
だ
デ
ザ

イ
ン
に
関
す
る
専
攻
で
は
多
く
利
用
が
見
ら
れ（
68
）、
白
川
静
先
生
の
漢
字
自
体
の

符
号
の
特
質
に
関
す
る
講
述
を
活
用
し
て
、
各
方
面
の
デ
ザ
イ
ン
を
行
い
、
漢
字

の
影
響
力
を
開
拓
し
て
い
っ
て
い
る
。

三
、
台
湾
に
お
け
る
白
川
静
の
文
字
学
の
学
説
の
討
論
と
応
用

（
一
）
字
句
の
解
釈

白
川
静
先
生
は
文
字
の
字
源
と
出
土
文
献
の
字
句
に
つ
い
て
は
全
て
関
連
す
る

著
作
を
残
し
て
お
り（
69
）、
例
え
ば
「
蔑
暦
」
の
一
語
に
つ
い
て（
70
）、
厳
一
萍
は
白
川

静
先
生
の
捜
査
の
詳
細
さ
を
称
賛
す
る
と
同
時
に
、「
白
川
静
先
生
の
「
蔑
暦
解
」

は
蔑
暦
を
『
旌
を
伐
っ
た
功
歴
』
の
意
味
で
あ
る
と
し
、
後
世
の
閥
閲
と
同
義
語

で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
は
甚
だ
精
確
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
邱

德
修
は
白
川
静
先
生
の
「
蔑
暦
解
」
を
翻
訳
し
た
上
で
、「
蔑
暦
」
を
勉
励
の
意

味
と
し
て
い
る（
71
）。

「
文
」
を
模
様
で
あ
る
と
す
る
説
に
関
し
て
、
白
川
静
先
生
は
「
死
者
の
霊
が

遺
体
か
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
う
の
を
防
ぎ
、
こ
れ
に
よ
り
死
者
の
復
活
を
祈
る
と

同
時
に
外
か
ら
邪
悪
が
遺
体
に
侵
入
す
る
の
を
防
止
す
る
の
で
あ
る
。」（
72
）と
し
、

そ
の
説
は
文
学
的
な
考
え
方
を
触
発
し
、
先
述
の
劉
紹
鈴
の
『「
文
」
字
考
・
関

於
文
学
│
人
類
学
的
詮
釈
可
能
』
で
は
そ
の
論
に
よ
っ
て
、
人
類
学
の
角
度
か
ら

「
文
」
が
内
包
す
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
黄
錦
樹
は
こ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
白
川
静
の
創
意
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
純
粋
な
想
像
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
）
に
お
い
て
、
彼
は
そ
れ
が
遺
体
に
描
か
れ
て
い
る
と
想
像
し
て
い
る
。

彼
の
叙
述
の
中
で
は
、
文
は
『
巫
術
性
の
装
飾
の
符
号
』
で
あ
る
と
し
て
、
遺
体

上
の
行
為
で
あ
り
、
時
間
が
既
に
結
束
し
た
遺
体
の
上
で
時
間
を
逆
転
さ
せ
よ
う

と
い
う
術
式
で
あ
る
。」（
73
）字
形
に
よ
る
創
意
に
よ
っ
て
別
の
思
惟
を
引
き
起
こ
す

の
で
あ
る
。

周
法
高
の
『
金
文
詁
林
』
の
注
釈
に
は
白
川
静
先
生
の
文
字
の
解
釈
に
対
す
る

反
応
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
再
び
述
べ
る

こ
と
は
し
な
い
。
他
に
、『
金
文
詁
林
附
録
』
で
も
周
法
高
は
ま
た
何
度
も
そ
の

説
を
引
用
し
て
お
り
、「

」
字
の
下
に
は
、
白
川
静
先
生
が
こ
の
字
は
「
干
」

の
字
か
ら
音
を
得
て
お
り
、「
雁
」
と
読
む
と
し
て
い
る
の
を
援
引
し
、
周
氏
は

こ
の
説
が
正
確
で
あ
る
と
み
な
し（
74
）、
鄭
憲
仁
も
ま
た
「
こ
の
説
の
優
れ
て
い
る

点
は
字
音
と
文
献
の
面
に
お
い
て
ど
ち
ら
で
も
顧
み
る
こ
と
が
で
き
、
ゆ
え
に
本

文
は
こ
の
説
が
比
較
的
拠
る
べ
き
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
あ
る
。」（
75
）
と
し
て
い
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る
。
文
字
の
考
釈
は
出
土
文
献
研
究
の
基
礎
と
み
な
さ
れ
、
白
川
静
先
生
は
中
国

文
字
の
認
識
に
対
す
る
自
分
な
り
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、
幾
つ
か
の
考
釈
が
現
在
の

一
般
的
な
見
方
と
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
は
当
然
新

し
い
出
土
資
料
（
白
川
静
先
生
が
目
を
通
し
て
い
な
い
大
量
の
新
し
く
出
土
し
た

楚
簡
な
ど
）
に
言
及
し
て
お
り（
76
）、
他
に
も
幾
つ
か
の
意
見
は
文
字
の
考
釈
の
外

の
思
惟
を
激
発
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
先
述
の
『
漢
字
百
話
』
は
台
湾
の
デ
ザ

イ
ン
学
科
に
対
す
る
影
響
に
ま
で
及
び
、
そ
の
文
字
・
字
句
の
考
釈
の
重
要
性
を

示
す
に
足
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
国
族
と
地
理
の
考
察

白
川
静
先
生
の
『
甲
骨
金
文
学
論
集
』・『
金
文
通
釈
』
で
は
時
に
国
族
と
地
理

に
関
す
る
検
討
が
見
ら
れ
、例
え
ば
「
殷
代
雄
族
考

―
鄭
」
で
は
卜
辞
の
「
奠
」

は
周
代
の
「
鄭
」
の
字
の
前
身
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
許
倬

雲
『
西
周
史
』
で
は
白
川
静
が
鄭
武
公
の
西
鄭
は
卜
辞
の
鄭
の
も
と
も
と
の
領
地

で
あ
り
、
王
畿
内
の
鄭
と
は
す
な
わ
ち
周
が
商
を
滅
ぼ
し
た
の
ち
に
元
の
鄭
の
地

に
移
っ
た
場
所
で
あ
る
と
考
訂
し
て
い
る
の
を
引
用
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
「
白
川

氏
の
説
は
、
は
な
は
だ
有
意
義
で
あ
る
。」
と
し
て
河
・
雍
鄭
と
西
周
の
鄭
人
が

互
い
に
通
じ
合
っ
て
鄭
伯
が
十
邑
を
取
る
の
に
便
利
で
あ
っ
た
と
論
証
し
て
い

る
。
杜
正
勝
は
さ
ら
に
白
川
静
が
卜
辞
の
多
く
が
奠
・
南
奠
・
北
奠
な
ど
の
地
名

を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
探
察
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
殷
の
強
宗
大
族

で
あ
る
と
し
て
い
る（
77
）。
鍾
柏
生
は
ま
た
白
川
静
の
「
鄭
」
が
河
南
省
の
新
鄭
に

あ
る
と
い
う
説
を
引
い
て
い
る（
78
）。
白
川
静
先
生
の
「
奠
」
に
対
す
る
考
察
は
、

当
時
の
多
く
の
後
の
鄭
国
の
地
と
変
遷
に
つ
い
て
の
討
論
を
促
し
た（
79
）。

「
召
方
考
」
で
は
「
召
方
」
と
周
初
の
召
公
の
存
在
と
の
関
係
を
、
上
文
で
提

示
し
た
よ
う
に
白
川
静
が
日
名
の
西
周
器
が
東
方
氏
族
の
方
法
に
返
っ
た
こ
と
を

有
し
て
い
る
と
認
め
、「
あ
い
ま
い
さ
が
残
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
殷
の
遺
民
を

識
別
す
る
参
考
に
な
る
。」
と
言
っ
て
お
り
、
周
初
の
召
公
の
諸
器
に
殷
人
の
日

名
が
存
在
す
る
現
象
を
仔
細
に
観
察
し
、
白
川
静
は
召
公
一
族
が
殷
商
の
頃
す
で

に
存
在
し
（『
甲
骨
文
の
世
界
』
１
４
１
頁
）、
殷
の
文
化
の
影
響
を
受
け
、
日
名

を
用
い
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
蔡
佩
玲
が
了
承
し
、
最
終
的
に
は
こ

の
説
に
は
不
足
す
る
部
分
が
あ
る
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳

論
は
ま
だ
見
て
い
な
い（
80
）。
黃
銘
崇
先
生
は
白
川
静
の
説
は
厳
粛
に
考
慮
す
べ
き

も
の
だ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

白
川
静
は
召
公
の
家
族
は
「
東
方
系
の
貴
族
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
召
公

の
家
族
の
動
向
は
、商
周
の
バ
ラ
ン
ス
に
影
響
す
る

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

も
し
武
丁
時
代
に
か
つ
て
「
邵
」
を
討
伐
し
、
な
お
か
つ
召
公
が
西
周
の
時

期
の
政
治
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
力
を
持
つ
役
を
演
じ
て
い
た
こ
と
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、
特
に
商
人
を
動
員
す
る
時
に
は
、
常
に
召
公
を
経
由
し
て

顔
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
（『
尚
書
・
召
誥
』）。
そ
し
て
西
周
に
入
っ
た

後
は
、
相
当
長
い
時
間
、
召
公
の
家
族
の
成
員
は
依
然
と
し
て
長
期
に
わ
た

り
「
日
干
」
を
使
用
し
て
お
り
、
白
川
静
の
指
摘
し
た
こ
の
種
の
可
能
性
は

厳
粛
に
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。（
81
）

日
干
と
周
初
の
影
響
に
よ
っ
て
、
白
川
静
の
論
説
に
反
応
し
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
「
召
方
」
は
「
召
」
と
は
関
係
が
な
く
、「
召
」
は
あ
る
い
は
繁
体
字
の

「

」
が
生
ま
れ
た
の
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が（
82
）、
し
か
し
な
が
ら
白

川
静
先
生
の
日
干
な
ど
の
現
象
に
対
す
る
推
論
は
、
覆
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。



台
湾
に
お
け
る
白
川
文
字
学
の
受
容
の
過
去
と
現
在

一
八

上
述
の
二
例
は
学
界
に
お
い
て
比
較
的
多
く
討
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
他
の
白
川
静
先
生
の
国
族
と
地
理
に
対
す
る
推
論
の
引
用
も
ま
た
少
な

く
は
な
く
、
例
え
ば
先
述
の
屈
万
里
が
卜
辞
「
岳
」
が
太
岳
山
で
あ
る
と
考
釈
し

た
時
に
、
白
川
静
の
「
嵩
山
」
の
考
訂
に
言
及
し
、
王
蔚
も
『
甲
骨
文
の
世
界
』

の
「
嵩
山
」（
57
―
58
頁
）
の
説
に
焦
点
を
当
て
て
討
論
を
し
、
そ
し
て
「
霍
山
」

を
も
っ
て
結
論
と
し
た（
83
）。
陳
美
蘭
は
『
甲
骨
金
文
論
叢
・
五
集
・
金
文
索
引
―

地
名
』・『
金
文
通
釈
』
の
地
名
に
対
す
る
整
理
を
、
書
中
に
多
く
引
用
し
、
時
に

は
読
者
の
検
討
を
待
ち
、
ま
た
時
に
は
そ
の
観
点
に
同
意
す
る
こ
と
を
述
べ
、
例

え
ば
「
恆
簋
」
の
「
直

」
は
、
白
川
静
は
地
名
と
見
る
の
は
正
確
で
あ
る
と
認

め
て
い
る（
84
）。
葉
達
雄
は
白
川
静
先
生
の
い
わ
ゆ
る
「
豊
と
は
地
の
大
名
で
あ
り
、

は
そ
の
地
の
辟
雍
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。」（『
金
文
通
釈
』、
３
４
４
頁
）

と
の
説
は
比
較
的
適
当
で
あ
る
と
み
な
し（
85
）、
王
文
陸
も
ま
た
こ
の
説
が
郭
沫
若

の
豊
・

の
名
の
説
を
補
足
で
き
る
と
認
め
て
い
る（
86
）。
し
か
し
高
木
森
は
こ
の

説
は
検
討
を
待
つ
と
し
て
い
る（
87
）。

こ
の
ほ
か
に
、
蔡
哲
茂
先
生
は
「
殷
代
雄
族
考

―
雀
」
で
考
訂
さ
れ
て
い
る

「
雀
」
が
王
族
で
あ
る
と
の
説
は
可
能
な
説
だ
と
認
め
て
い
る（
88
）。
以
上
こ
こ
で
挙

げ
た
数
例
は
、
白
川
静
先
生
が
殷
周
の
国
族
と
地
理
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
地

域
研
究
に
対
し
て
著
し
い
深
遠
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
三
）
出
土
文
献
の
年
代
の
特
定

白
川
静
先
生
の
『
金
文
通
釈
』
は
陳
夢
家
・
郭
沫
若
の
器
銘
に
よ
っ
て
年
代
を

特
定
す
る
の
を
受
け
継
ぎ
、
ゆ
え
に
い
つ
も
歴
史
学
者
か
ら
西
周
の
時
期
の
資
料

を
検
討
す
る
の
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
上
文
で
言
及
し
た
通
り
で

あ
る
。
例
え
ば
洪
燕
梅
は
か
つ
て
『
金
文
の
世
界
』
を
引
用
し
て
、「
以
前
の
多

く
の
学
者
た
ち
が
研
究
上
で
間
違
い
を
し
て
し
ま
う
の
は
、
時
代
の
区
分
が
は
っ

き
り
し
な
い
た
め
で
あ
る
」
と
言
い
、
金
文
研
究
の
時
代
区
分
に
お
け
る
重
要
性

を
強
調
し
た（
89
）。
周
法
高
は
『
金
文
通
釈
』
の
西
周
の
部
分
を
活
用
し
、
干
支
の

紀
日
と
十
干
の
命
名
に
つ
い
て
考
察
し
て
ま
と
め
た（
90
）。

白
川
静
先
生
の
年
代
特
定
は
幾
つ
か
の
手
が
か
り
に
よ
る
も
の
で
、「
休
王
」

の
よ
う
に
、
早
期
の
郭
沫
若
は
「
孝
王
」
の
称
で
あ
る
と
し
て
い
た
が
、
の
ち
に

「
孝
王
の
前
の
、何
王
も
指
さ
な
い
。」
と
改
め
て
い
る（
91
）。
白
川
静
の
『
金
文
通
釈
』

で
は
「
康
王
」
で
あ
る
と
主
張
し
、『
金
文
の
世
界
』
で
は
さ
ら
に
「
休
王
」
の

諸
器
と
比
較
し
て
、
形
状
と
銘
文
の
内
容
が
、「
康
王
」
の
時
代
の
も
の
と
符
合

す
る
と
し
て
い
る
。
周
法
高
は
唐
蘭
の
「
休
」
は
美
称
だ
と
す
る
説
を
採
り（
92
）、「
休

王
」
は
必
ず
し
も
特
定
の
王
の
呼
称
で
は
な
い
と
し
て
い
る（
93
）。
現
在
、
大
量
の

金
文
の
資
料
か
ら
考
え
る
と
、「
休
王
」
は
特
定
の
王
の
呼
称
だ
と
す
る
の
は
ま

だ
保
留
と
す
べ
き
で
あ
る
。

暦
譜
の
推
断
に
関
し
て
、
白
川
静
先
生
は
呉
其
昌
の
『
金
文
暦
朔
疏
証
』
を
使

用
し
て
、
主
に
太
初
暦
を
基
準
と
し
て
お
り
、
周
法
高
は
黎
東
方
の
研
究
が
太
初

暦
の
不
足
す
る
と
こ
ろ
を
指
摘
し
た
の
を
採
用
し
て
、
推
算
し
た
暦
譜
は
必
ず
し

も
実
際
の
暦
譜
と
符
合
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
し
た（
94
）。
暦
譜
に
問
題
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
周
法
高
は
白
川
静
先
生
の
各
器
の
年
代
の
考
察
を
相
当

重
視
し
、
多
く
の
文
章
で
白
川
静
先
生
の
説
を
引
用
し
て
お
り（
95
）、
さ
ら
に
月
相

と
王
の
年
紀
を
考
え
る
時
に
、
白
川
静
の
銅
器
の
年
代
の
特
定
を
、
呉
其
昌
・
黎

東
方
・
郭
沫
若
・
董
作
賓
・
容
庚
・
唐
蘭
・
李
学
勤
な
ど
の
人
の
説
と
校
勘
し
て

い
る
。
ま
た
「
師
兌
簋
」
の
年
代
の
帰
属
は
、「
西
周
彝
器
断
代
小
記
」
の
宣
王
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二
元
説
に
対
し
て
評
論
し
て
お
り
、「
白
川
の
説
は
何
の
文
献
上
の
根
拠
も
な
い

け
れ
ど
も
、
し
か
し
推
理
に
お
い
て
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。」（
96
）
と

言
っ
て
白
川
静
の
宣
王
改
元
説
に
賛
成
し
て
い
る
。

暦
譜
の
考
訂
が
及
ぶ
範
囲
が
相
当
広
く
、
ま
た
学
者
間
の
暦
譜
に
対
す
る
推
論

の
基
準
点
が
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
推
測
し
て
算
出
さ
れ
る
年

代
に
は
一
致
し
な
い
部
分
も
出
て
く
る
。
張
光
遠
は
白
川
静
先
生
の
「
庚
壺
」
は

斉
の
霊
公
四
年
（『
金
文
通
釈
』、
38
輯
、
３
７
４
頁
）
と
す
る
説
に
対
し
て
同
意

せ
ず
、
周
の
霊
王
二
十
三
年
（
斉
荘
公
五
年
）
で
あ
る
と
し
て
い
る（
97
）。
洪
恩
耕

は
白
川
静
先
生
が
董
作
賓
の
中
国
年
暦
簡
譜
に
よ
っ
て
「
楽
書
缶
」
の
正
月
元
日

己
丑
は
西
元
前
５
９
０
・
５
７
４
・
５
６
９
の
三
種
類
の
可
能
性
が
あ
る
と
推
定
す

る
の
に
焦
点
を
当
て
て
、
検
討
を
行
い
、
最
終
的
に
西
元
前
５
７
４
年
が
比
較
的

信
頼
で
き
る
と
し
た（
98
）。

金
文
の
年
代
の
特
定
の
一
部
分
は
、
人
名
の
資
料
に
頼
り
、
文
献
に
よ
っ
て
対

照
を
行
い
、張
光
遠
は
白
川
静
先
生
が
「
麥
方
鼎
」
の
「
邢
侯
延

于
麥
」
の
「
延
」

は
周
公
子
邢
侯
の
名
で
あ
る
と
し
て
、こ
れ
を
以
て
康
侯
簋
「
延
令
康
侯
鄙
于
衛
」

の
論
述
を
証
明
す
る
の
に
同
意
し
て
お
り（
99
）、
葉
達
雄
も
ま
た
こ
の
説
に
同
意
し

て
い
る（
100
）。
周
法
高
は
「
だ
か
ら
私
は
二
器
中
の
（
麥
方
鼎
・
臣
諫
簋
）
の
『
延
』

は
ど
ち
ら
も
人
名
で
は
な
く
、
動
詞
の
前
に
置
か
れ
た
虚
詞
で
あ
る
と
思
う
。」（
101
）

と
述
べ
、「
延
」
を
人
名
と
す
る
立
場
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
謝
博
霖

は
袁
林
が
翻
訳
し
た
白
川
静
先
生
の
『
西
周
史
略
』
で
金
文
の
「
伯
龢
父
」
は
共

伯
和
と
す
る
説
を
採
用
し
て
、
同
じ
く
そ
の
「
皇
君
」
は
共
伯
和
を
指
し
、
呼
称

で
単
純
さ
を
超
え
た
臣
属
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
見
出
せ
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
。（
102
）

学
者
た
ち
は
白
川
静
先
生
の
金
文
の
年
代
の
特
定
に
対
し
て
部
分
的
に
疑
問
を

示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
観
点
に
対
し
て
は
重
視
し
、
関
連
資
料
の
判
断
に

利
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
た
と
え
ば
張
光
遠
は
、
白
川
静
が
陳
侯

午
簋
の
銘
文
は
も
と
も
と
鋳
造
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て

い
る
と
林
巳
奈
夫
が
言
及
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
説
が
銅
器
の
製
造
方
法
の
討

論
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
字
模
」
の
印
の
製
法
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
方
法
を
整
理
し
て
、
そ
の
他
の
青
銅
器
の
証
拠
を
見
つ
け
て
お
り
、
た
と
え

ば
「
秦
公
簋
」（
103
）は
、
白
川
静
先
生
に
対
す
る
質
疑
の
具
体
的
な
論
証
と
な
っ
て

い
る
。

金
文
の
年
代
の
特
定
と
暦
譜
の
推
論
は
銘
文
が
示
す
情
報
に
頼
っ
て
い
て
、
そ

の
上
器
物
自
体
の
時
代
の
特
徴
と
に
ら
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
推
論
の
基
礎
を
増

加
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
白
川
静
先
生
は
器
物
自
体
の
真
偽
の
問
題
を
非
常
に
重
視

し
て
お
り
、
ま
た
銘
文
が
示
す
人
名
・
干
支
の
情
報
に
対
し
て
も
重
き
を
置
い
て
、

そ
の
上
で
系
列
の
器
物
の
排
列
を
行
い
、
十
分
な
系
統
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
い

く
つ
か
の
推
断
は
、
字
句
に
合
わ
せ
た
考
釈
の
新
し
い
認
識
と
新
し
い
出
土
器
物

の
情
報
に
伴
っ
て
、
白
川
静
先
生
の
説
明
の
一
部
分
か
ら
立
論
の
基
盤
を
失
わ
せ

て
し
ま
う
こ
と
も
免
れ
な
い
が
、
か
え
っ
て
そ
の
学
説
の
時
代
的
な
意
義
を
際
立

た
せ
、さ
ら
に
そ
の
学
説
は
学
術
研
究
に
対
す
る
貢
献
を
推
し
進
め
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
制
度
・
組
織
の
面

古
代
文
字
の
一
部
の
資
料
は
、
制
度
の
議
論
に
ま
で
及
び
、
上
文
で
述
べ
た
ご

と
く
白
川
静
が
「
楚
」（
現
代
で
は
「
胥
」
と
す
る
）
を
補
助
の
意
味
と
し
て
解

釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
銘
文
の
中
の
人
物
地
位
の
関
係
を
明
瞭
に
し
う



台
湾
に
お
け
る
白
川
文
字
学
の
受
容
の
過
去
と
現
在

二
〇

る
。「
成
周
八
師
」・「
殷
八
師
」
な
ど
、
こ
の
研
究
は
西
周
史
の
重
要
な
問
題
で

あ
り
、
杜
正
勝
の
「
周
代
封
建
的
建
立
」
は
『
甲
骨
金
文
学
論
集
』
の
「
釈
師
」

で
周
人
が
衛
地
駐
紮
八
師
に
い
て
「
殷
八
師
」
と
な
り
、
成
周
西
六
師
と
天
下
を

統
轄
す
る
主
力
で
あ
っ
た
と
す
る
の
を
採
用
し
て
い
る（
104
）。
葉
達
雄
は
成
周
八
師

は
即
ち
殷
八
師
で
あ
る
と
反
対
し
て
い
る（
105
）。

葉
達
雄
は
白
川
静
先
生
の
辟
（「

圜
器
」、『
金
文
通
釋
』
卷
一
下
）
は
辟
事

の
君
で
あ
り
、
辟
天
子
・
朕
辟
天
子
・
厥
辟
・
辟
侯
・
乃
辟
一
人
・
辟
我
一
人
・

乃
辟
・
辟
井
侯
は
全
て
君
臣
關
係
に
あ
り
、
無
用
が
女
君
を
な
し
て
い
る
と
す
る

の
を
引
用
し
て
、
ま
た
こ
の
説
は
信
頼
で
き
る
と
し
て
い
る（
106
）。
黃
銘
崇
先
生
は

の
ち
に
金
文
中
の
「
辟
」
の
字
は
丈
夫
に
対
す
る
歿
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と

を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
白
川
静
先
生
の
説
の
佐
証
と
す
る
こ
と
が
で

き
る（
107
）。

西
周
の
幾
つ
か
の
制
度
の
問
題
を
検
討
す
る
に
お
い
て
、
金
文
の
手
が
か
り
は

確
実
に
重
要
な
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
周
聰
俊
は
饗
礼
を
探
討
し
て
「
日
本
人
の

白
川
静
は
『
金
文
通
釈
』
に
お
い
て
『
噩
侯
は
醴
を
王
に
納
れ
、
王
は
こ
れ
に
祼

礼
を
与
え
て
、
噩
侯
は
王
に

す
る
。
こ
れ
は
饗
宴
の
後
に
行
う
の
で
は
な
く
、

饗
宴
の
際
に
行
っ
た
儀
礼
で
あ
る
。』
と
述
べ
、
ま
た
『

は
冊
書
の
上
に
両
手

を
お
く
形
で
あ
り
、元
は
盟
誓
祝
嘏
の
儀
礼
を
表
し
て
い
る
。』と
も
述
べ
て
い
る
。

…
…
そ
の
説
は
も
と
よ
り
卓
説
で
あ
り
、
そ
の
全
義
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い

こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。」（
108
）と
言
っ
て
い
る
。
台
湾
の
学
者
が
十
分
に
白
川
静
先
生

の
上
古
の
関
係
制
度
の
問
題
の
論
述
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
白
川
静

先
生
の
著
作
は
豊
富
で
あ
り
、制
度
の
問
題
に
言
及
す
る
内
容
が
大
変
多
い
た
め
、

幾
つ
か
は
す
で
に
あ
る
研
究
成
果
を
承
継
し
て
、
さ
ら
に
論
証
を
加
え
て
い
る
。

ま
た
部
分
的
に
は
、
自
身
で
資
料
を
整
理
し
た
過
程
に
お
け
る
観
察
を
述
べ
、
発

展
し
て
今
に
至
る
ま
で
す
で
に
学
者
の
間
で
の
既
定
の
常
識
と
な
っ
た
も
の
が
あ

り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
引
述
と
論
証
は
見

ら
れ
な
い
。

以
上
四
点
を
挙
げ
て
、
台
湾
の
学
界
に
お
け
る
白
川
静
先
生
の
文
字
学
の
成
果

に
対
す
る
討
論
と
応
用
の
様
子
を
述
べ
た
。
そ
の
他
の
討
論
の
引
用
も
ま
た
少
な

く
な
い
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
朱

祥
は
か
つ
て
白
川
静
先
生
の
文
字
の
検

証
が
時
に
神
話
研
究
に
及
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る（
109
）。
陳
致
談
は
「
南
」

を
楽
器
と
方
位
で
、
発
展
し
て
楽
調
の
名
で
あ
る
と
し
た
時
に
、
白
川
静
先
生
が

郭
沫
若
が
「
南
」
は
楽
器
が
南
の
方
位
に
置
か
れ
た
と
す
る
仮
説
に
反

し
た
の

に
依
っ
て
い
る（
110
）。
幾
つ
か
の
こ
の
よ
う
な
引
用
は
数
が
多
量
に
あ
り
、
有
効
な

整
理
を
す
る
の
が
難
し
く
、
私
の
能
力
で
は
と
て
も
及
ば
な
い
。
読
者
の
ご
寛
恕

を
願
う
次
第
で
あ
る
。

四
、
結
語

白
川
静
先
生
の
学
術
の
影
響
は
、
大
量
の
関
連
す
る
著
作
に
よ
っ
て
、
そ
の
源

流
が
大
変
長
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
早
期
の
台
湾
で
は
大
陸
と
の
交
流
が
簡
単

で
は
な
く
、
書
籍
の
収
集
に
も
限
度
が
あ
っ
た
が
、
当
時
の
日
本
の
学
者
は
、
資

料
の
整
理
や
論
述
に
お
い
て
際
立
っ
た
人
材
が
多
く
、
白
川
静
先
生
の
『
金
文
通

釈
』
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
陳
夢
家
『
西
周
銅
器
断
代
』・
郭
沫
若
『
両
周
金
文

辞
大
系
』
の
二
者
に
補
充
と
修
正
を
加
え
る
も
の
と
し
て
、
台
湾
の
当
時
の
古
代

史
・
古
文
字
学
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
資
料
を
使
わ
ず
に
論
述

の
基
盤
を
作
る
学
者
は
一
人
も
お
ら
ず
、
か
つ
そ
の
学
説
に
対
し
て
反
応
し
た
り
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引
用
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
大
陸
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
り
、
新
し
い

資
料
が
次
々
と
出
土
す
る
と
、
全
面
的
に
整
理
さ
れ
た
著
作
が
生
ま
れ
て
く
る
よ

う
に
な
り
、
馬
承
源
『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
』、
中
国
社
会
科
学
院
考
古
硏
究
所

編
『
殷
周
金
文
集
成
』
が
陸
続
と
出
版
さ
れ
、
資
料
が
さ
ら
に
豊
富
に
な
っ
て
、

相
当
程
度
の
量
の
資
料
が
『
金
文
通
釈
』
に
引
用
さ
れ
た
も
の
に
取
っ
て
代
わ
っ

た
。
こ
の
ほ
か
、『
甲
骨
文
の
世
界
』・『
金
文
の
世
界
』・『
漢
字
百
話
』
や
『
金

文
詁
林
補
』
に
散
見
す
る
『
金
文
通
釈
』・『
説
文
新
義
』
な
ど
の
翻
訳
が
世
に
問

わ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
古
代
史
・
古
文
字
な
ど
の
研
究
者
の
白
川
静
の
学
説
に

対
す
る
認
識
を
促
す
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
文
学
・
神
話
・
民
族
な
ど
の
方
面

の
読
者
も
絶
え
ず
増
加
し
て
い
る
。
学
界
で
は
繰
り
返
し
白
川
静
先
生
の
論
点
を

引
用
し
て
お
り
、
双
方
で
異
な
る
論
述
の
観
点
も
存
在
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
こ

と
は
そ
の
学
説
の
有
す
る
学
術
的
な
意
義
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
周
法

高
は
、
当
時
『
金
文
通
釈
』
を
評
し
て
、「
学
者
た
ち
は
彼
の
本
に
対
し
て
反
論

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
表
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
書
は
新
し
い
方
向
に

向
か
っ
て
走
っ
て
い
る
い
わ
ば
先
駆
な
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
実
は
こ

の
観
点
は
、
白
川
静
の
学
術
研
究
全
体
に
至
る
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
あ
り（
111
）、
そ
の
路
線
は
当
時
確
実
に
最
新
の
研
究
で
あ
っ
た
と
言
え
、
現
代
に

お
い
て
も
、
白
川
先
生
の
多
く
の
学
説
は
な
お
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
た
め
台
湾
の
学
者
は
な
お
そ
の
説
を
重
視
し
、
文
中
の
ま
と
め
か
ら
現

在
の
博
士
や
修
士
論
文
に
至
る
ま
で
、
白
川
先
生
の
学
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

を
す
ぐ
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
学
術
は
絶
え
間
な
く
進
ん
で
い
る
が
、

白
川
静
先
生
の
深
く
備
わ
っ
た
系
統
的
な
論
述
や
学
術
の
地
位
は
、
す
で
に
学
術

史
上
に
お
い
て
人
々
に
尊
敬
さ
れ
重
ん
じ
ら
れ
る
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

注（1
）
例
え
ば
屈
万
里
先
生
の
「
甲
骨
学
在
日
本
」
で
は
以
前
に
白
川
静
先
生
の
甲
骨
の

著
作
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り
、「
釈
文
の
方
面
に
関
す
る
専
門
書
と
し
て
、
白
川
静

所
編
昭
和
三
十
八
年
（
１
９
６
３
）
出
版
の
『
殷
甲
骨
文
周
』
が
あ
る
。
こ
の
本
は

八
十
七
片
の
甲
骨
を
収
録
し
、
そ
の
目
的
は
、
元
は
そ
の
書
法
を
鑑
賞
す
る
頃
に
重
き

を
置
い
て
い
る
。し
か
し
そ
の
釈
文
は
、流
俗
の
見
解
と
同
じ
で
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。」

「
白
川
静
の
『
甲
骨
金
文
学
論
叢
』。
こ
の
本
は
ガ
リ
版
印
刷
で
、
昭
和
三
十
三
年

（
１
９
５
８
）
か
ら
三
十
七
年
（
１
９
６
２
）
に
出
版
さ
れ
、
十
集
が
で
て
い
る
。
そ

の
内
容
の
大
部
分
は
甲
骨
資
料
か
ら
殷
代
の
史
実
の
文
章
を
検
討
し
て
お
り
、
殷
代
雄

族
考
（
共
七
篇
、
鄭
・
雀
・
畢
・
肅
・
皋
・

・
戊
の
七
族
、
每
族
一
篇
）
や
、
羌
族

考
な
ど
、
ど
れ
も
大
変
功
力
が
見
ら
れ
る
著
作
で
あ
る
。」
も
と
も
と
『
百
年
来
中
日

関
係
論
文
集
』（
台
北
・
中
日
文
化
経
済
協
会
、１
９
６
８
）
で
発
表
さ
れ
、の
ち
に
『
屈

万
里
先
生
文
存
・
第
二
冊
』（
台
北
・
聯
経
出
版
社
、１
９
８
５
）に
収
録
さ
れ
た（
４
７
０

―
４
７
１
頁
）。
の
ち
に
屈
万
里
先
生
の
遺
稿
を
整
理
し
た
『
先
秦
文
史
資
料
考
弁
』

の
一
書
は
、
屈
万
里
先
生
が
比
較
的
早
く
か
ら
白
川
静
先
生
の
『
金
文
通
釈
』
を
評
価

し
て
い
る
こ
と
が
残
っ
て
お
り
、「
近
年
の
日
本
学
者
の
白
川
静
が
著
し
た
金
文
通
釈

は
、
続
々
白
鶴
美
術
館
誌
中
に
発
表
さ
れ
、
少
な
く
と
も
二
十
七
輯
が
刊
行
さ
れ
、
ま

だ
完
結
し
て
い
な
い
。
最
初
は
下
の
方
に
積
ま
れ
て
い
た
が
の
ち
に
評
価
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
白
川
の
書
は
最
後
に
出
て
、
自
然
と
彼
の
論
断
は
、
今
ま
で
の
諸
家
た
ち

に
勝
っ
て
い
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
氏
著
『
先
秦
文
史
資
料
考
弁
』（
台
北
・
聯
経
出

版
社
、
１
９
８
３
）
１
３
０
頁
。

（
2
）
白
川
静
先
生
「
私
の
履
歴
書
」「
私
は
そ
の
頃
、
台
湾
の
屈
万
里
先
生
、
中
国
の
楊

樹
達
先
生
と
文
通
、
時
に
抜
き
刷
り
を
交
換
し
た
が
、
纏
ま
っ
た
著
作
を
頂
く
こ
と
が

多
か
っ
た
。」
参
照
『
白
川
静
著
作
集
・
雑
纂
』（
東
京
・
平
凡
社
、
２
０
０
０
）

５
２
０
頁
。

（
3
）
許
進
雄
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://jam

eshsu3284.blogspot.tw
/2008_12_01_

archive.htm
l

）2008/12/1

「
許
進
雄
的
回
憶
、
国
外
篇
（
１
９
６
８
―
１
９
９
６
）、

２
４
１
白
川
静
教
授
」

（
4
）
白
川
静
「
西
周
彝
器
断
代
小
記
」、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
36
上

（
１
９
６
５
．
12
）、
１
４
７
―
１
５
７
頁
。
白
川
静
・「
再
論
蔑
暦
」、『
中
央
研
究
院

歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
51
―
2
（
１
９
７
０
．
6
）、
３
３
７
―
３
４
８
頁
。

（
5
）
発
表
「
古
代
文
字
学
之
方
法
」、『
第
一
届
国
際
漢
学
会
議
論
文
集

―
語
言
与
文



台
湾
に
お
け
る
白
川
文
字
学
の
受
容
の
過
去
と
現
在

二
二

字
組
』（
台
北
・
中
央
研
究
院
、
１
９
８
１
）、
４
６
１
―
４
６
８
頁
。
白
川
静
先
生
「
私

の
履
歴
書
」「
私
は
周
法
高
氏
の
招
き
で
、
語
言
文
字
組
で
発
表
し
た
。」（『
白
川
静
著

作
集
・
雜
纂
』、
５
３
７
頁
）

（
6
）
文
字
学
方
面
の
訳
書
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

 

白
川
静
著
、
鄭
清
茂
訳
「
作
冊
考
」、『
中
国
文
字
』
第
39
冊
（
１
９
７
１
．
03
）；

白

川
静
著
、
鄭
清
茂
訳
「
作
冊
考
続
」『
中
国
文
字
』
第
40
冊
（
１
９
７
１
．
06
）；

白
川

静
著
、
張
賢

訳
「
青
銅
器
時
代
」、『
幼
獅
月
刊
』
45
―
3
（
１
９
７
７
．
３
）、
50

―
53
頁；

白
川
静
著
、
范
月
嬌
訳
・「
淮
戎
与
廵
氏
諸
器
」、『
中
華
文
化
復
興
月
刊
』

17
―
8
（
１
９
８
４
．
08
）、
27
―
34
頁
。

（
7
）
白
川
静
撰
、
蔡
哲
茂
、
温
天
河
訳
『
甲
骨
文
的
世
界
・
古
殷
王
朝
的
締
構
』（
台
北
・

蔡
哲
茂
、
１
９
７
７
）

（
8
）
白
川
静
撰
、
加
地
伸
行
、
范
月
嬌
訳
『
中
国
古
代
文
化
』（
台
北
・
文
津
出
版
社
、

１
９
８
３
）；

白
川
静
撰
、
蔡
哲
茂
、
温
天
河
訳
『
金
文
的
世
界
』（
台
北
・
聯
経
出
版

事
業
公
司
、１
９
８
９
）；

白
川
静
撰
、鄭
威
訳
『
漢
字
百
話
』（
新
北
市
・
大
家
出
版
社
、

２
０
１
２
）

（
9
）
周
法
高
主
編
・『
金
文
詁
林
』（
香
港
・
香
港
中
文
大
学
出
版
社
、
１
９
７
４
―

１
９
７
５
）

（
10
）
周
法
高
「
金
文
詁
林
補
自
序
」
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
林
潔
明
君
は
、
以

前
に
東
瀛
に
留
学
し
、
日
本
人
学
者
の
金
文
著
作
数
十
万
言
を
翻
訳
し
た
。」
書
中
の

林
潔
明
は
主
に
加
藤
常
賢
、
赤
塚
忠
、
白
川
静
等
三
人
の
日
本
人
の
論
著
を
翻
訳
し
た
。

周
法
高
「
金
文
詁
林
補
自
序
」
参
照
、『
大
陸
雑
誌
』
64
―
3
（
１
９
８
３
年
8
月
）、

30
―
31
頁
。

（
11
）
現
代
の
重
要
な
文
字
学
者

―
李
学
勤
、
裘
錫
圭
は
『
金
文
通
釈
』
は
金
文
を
研

究
す
る
の
に
重
要
な
参
考
書
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
参
照
、
裘
錫
圭
、
沈
培
・「
二
十

世
紀
的
漢
語
文
字
学
」、『
二
十
世
紀
的
中
国
語
言
学
』（
北
京
・
北
京
大
学
出
版
社
、

１
９
９
８
）、１
２
２
頁
。
李
学
勤
「
青
銅
器
研
究
及
其
展
望
」、『
中
国
古
代
文
明
十
講
』

（
上
海
・
復
旦
大
学
出
版
社
、
２
０
０
３
）、
１
３
６
頁
。

（
12
）
本
稿
で
は
白
川
静
先
生
の
文
字
学
の
台
湾
に
対
す
る
影
響
を
整
理
し
、
主
に
「
広

義
の
文
字
学
」
と
は
、
文
字
字
形
・
音
・
義
の
討
論
を
含
み
、
そ
し
て
古
文
字
資
料
に

よ
っ
て
相
関
す
る
古
代
歴
史
の
情
報
を
討
論
す
る
も
の
を
い
う
。

（
13
）
中
央
研
究
院
院
士
の
許
倬
雲
は
「
周
東
遷
始
末
」
の
文
章
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
白

川
氏
『
金
文
通
釈
』
は
、
周
金
の
研
究
が
最
も
特
出
な
綜
合
性
の
著
作
で
あ
る
。」
中

央
研
究
院
成
立
五
十
週
年
紀
念
論
文
集
編
輯
委
員
会
編
「
周
東
遷
始
末
」、『
中
央
研
究

院
成
立
五
十
週
年
紀
念
論
文
集
』（
台
北
・
中
央
研
究
院
、
１
９
７
８
）。
ま
た
許
倬
雲

の
『
西
周
史
・
前
言
』
に
も
こ
の
よ
う
な
文
が
見
ら
れ
る
。「
金
文
史
料
は
、過
去
に
『
両

周
金
文
辞
大
系
』
が
あ
り
、
最
も
揃
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
白
川
静

先
生
の
『
金
文
通
釈
』
と
『
補
釈
』
が
最
も
揃
っ
た
集
で
あ
る
。」
参
氏
著
『
西
周
史
』

（
台
北
・
聯
経
出
版
社
、
１
９
８
４
）、
頁
Ｖ
。
按
ず
る
に
、
こ
の
二
段
の
話
の
中
に
よ
っ

て
、
白
川
静
先
生
の
材
料
の
捜
整
及
び
論
点
提
出
す
る
こ
と
に
お
い
て
相
対
的
に
完
整

さ
と
全
面
的
さ
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）「『
金
文
通
釈
』
が
収
め
る
幾
つ
か
の
器
に
関
す
る
文
献
は
、
ど
れ
も
詳
細
註
明
で
、

裨
益
が
非
常
に
多
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
周
法
高
『
三
代
吉
金
文
存
著
録
表
』（
台
北
・

周
法
高
、
１
９
７
７
）

（
15
）
厳
一
萍
「
蔑
暦
古
義
上
」、『
中
国
文
字
』
第
10
冊
（
１
９
６
２
．
12
）、
1
―
13
頁
。

（
16
）
屈
万
里
「
岳
義
稽
古
」、『
清
華
学
報
』
2
―
1
（
１
９
６
０
．
５
）、
53
―
68
頁
。

（
17
）
屈
万
里
「
釈
黹
屯
」、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
37
本
（
１
９
６
７
）、

65
―
78
頁
。

（
18
）
屈
万
里
『
殷
虚
文
字
甲
編
考
釈
』（
台
北
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、

１
９
６
１
．
6
）

（
19
）屈
万
里「
西
周
史
事
概
述
」中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊 

42
―
4（
１
９
７
１
．

12
）、
７
７
５
―
８
０
２
頁
。

（
20
）
周
法
高
先
生
は
『
金
文
詁
林
』
の
注
釈
で
白
川
静
先
生
の
説
は
、
こ
の
ほ
か
に
以

下
の
よ
う
に
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
８
８
８
頁
「
造
」、
１
１
０
３
「
疋
」、
１
１
７
２

「
史
」、
３
６
０
７
「
朿
」、
４
０
４
６
「
責
」、
４
５
９
５
「
安
」、
５
３
０
９
「
尸
」、

６
１
１
８
「
執
」、
６
１
５
１
「

」、
６
１
７
４
「
夫
」、
６
２
９
９
「
洛
」、

６
４
４
１
「
雷
」、
６
８
２
４
「
姒
」、
６
９
３
４
「
厥
」、
７
１
３
１
「

」、

７
４
１
９
「
凡
」、
７
５
０
９
―
７
５
１
０
「

」、
７
５
８
８
「
銅
」、
７
７
８
２
―

７
７
８
３
「

」、
７
７
８
９
―
７
７
９
０
「
官
」、
８
２
１
５
「
子
」。
紙
面
に
限
り

が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
い
ち
い
ち
引
用
し
て
説
明
は
し
な
い
。

（
21
）屈
万
里「
西
周
史
事
概
述
」中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊 

四
二
・
四 （
許
倬
雲
・

「
周
東
遷
始
末
」、
中
央
研
究
院
成
立
五
十
週
年
紀
念
論
文
集
編
輯
委
員
会
編
『
中
央
研

究
院
成
立
五
十
週
年
紀
念
論
文
集
』（
台
北
・
中
央
研
究
院
、
１
９
７
８
）
按
ず
る
に
、

こ
の
文
は
１
９
７
８
年
、
遅
く
て
も
１
９
７
７
年
に
出
版
さ
れ
、
そ
の
文
章
が
出
版
さ

れ
て
間
も
な
く
、
許
倬
雲
か
当
時
の
著
名
な
上
古
史
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

文
が
討
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
時
の
上
古
史
研
究
の
様
子
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

の
に
便
利
で
あ
る
。

（
22
）
葉
達
雄
「
西
周
文
、
武
、
成
、
康
時
代
的
文
治
与
武
功
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史

学
系
学
報
』
第
3
期
（
１
９
７
６
．
5
）
1
―
33
頁
。

（
23
）葉
達
雄「
西
周
馬
政
初
探
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』第
4
期（
１
９
７
７
．

5
）、
1
―
11
頁
。

（
24
）
葉
達
雄
は
白
川
静
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
、例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。「
西

周
厲
宣
幽
時
代
的
內
政
措
施
与
対
外
関
係
」、『
中
国
歴
史
学
会
史
学
集
刊
』
第
7
期



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
號

二
三

（
１
９
７
５
．
6
）、
２
０
９
―
２
２
９
頁
。「
西
周
兵
制
的
探
討
」、『
国
立
台
湾
大
学

歴
史
学
系
学
報
』
第
6
期
（
１
９
７
９
．
12
）、
1
―
16
頁
。「

 

尊
的
啟
示
」、『
国

立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
7
期
（
１
９
８
０
．
12
）、
31
―
42
頁
。「
邢
国
始
末

記
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
8
期
（
１
９
８
１
．
12
）、1
―
12
頁
。「
令

彜
銘
文
集
釈
与
補
史
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
9
期
（
１
９
８
２
．
12
）、

1
―
17
頁
。「
西
周
土
地
制
度
探
研
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
14
期
、

（
１
９
８
８
．
7
）、
1
―
84
頁
。「
商
周
時
代
的
師
与
師
職
試
論
」、『
国
立
台
湾
大
学

歴
史
学
系
学
報
』
第
17
期
（
１
９
９
２
．
12
）、
1
―
18
頁
。

（
25
）
周
法
高
「
三
十
年
来
的
殷
周
金
文
研
究

―
「
三
代
吉
金
文
存
補
編
」
代
序
」、『
大

陸
雑
誌
』
60
―
6
（
１
９
８
０
．
6
）、
11
―
18
頁
。

（
26
）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
殷
周
金
文
集
成
』（
上
海
・
中
華
書
局
、

１
９
８
４
）

（
27
）
上
海
博
物
館
商
周
靑
銅
器
銘
文
選
編
写
組
・『
商
周
靑
銅
器
銘
文
選
』（
北
京
・
文

物
出
版
社
、
０
９
８
６
―
０
９
９
０
）

（
28
）
杜
正
勝
「
周
代
封
建
的
建
立
」、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
所
集
刊
』
50
―
3
（
民

１
９
７
９
．
09
）、
４
８
５
―
５
５
０
頁
。

（
29
）
張
惟
捷
『
商
代
甲
骨
田
猟
刻
辞
研
究
』（
輔
仁
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、
指
導

教
授
・
蔡
哲
茂
、
２
０
０
３
）、
65
頁
。

（
30
）
陳
冠
勲
『
殷
卜
辞
中
牢
字
及
其
相
関
研
究
』（
台
北
市
立
教
育
大
学
中
国
語
文
系
碩

士
論
文
、
指
導
教
授
・
許
進
雄
、
２
０
１
０
）

（
31
）
蔡
依
静
『
出
組
卜
王
卜
辞
的
整
理
与
研
究
』（
政
治
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、

指
導
教
授
・
蔡
哲
茂
、
２
０
１
１
）

（
32
）
林
文
仁
『
甲
骨
象
形
文
形
義
考
述
』（
静
宜
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、指
導
教
授
・

邱
徳
修
、
２
０
１
２
）

（
33
）
林
雅

『
甲
骨
塗
辞
研
究
・
以
塗
朱
甲
骨
為
核
心
』（
政
治
大
学
中
国
文
学
系
碩
士

論
文
、
指
導
教
授
・
林
宏
明
、
２
０
１
５
）

（
34
）
王
蔚
『
殷
商
羌
族
及
岳
神
芻
議
』、（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、指
導
教
授
・

許
錟
輝
、
１
９
８
８
）

（
35
）
石
蘭
梅
・『
論
商
代
的
王
権
及
其
発
展
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
博
士
論
文
、
指

導
教
授
・
王
仲
孚
、
２
０
０
１
）

（
36
）林
素
娟『
春
秋
至
両
漢
婚
姻
礼
俗
与
制
度
研
究
』（
清
華
大
学
中
国
文
学
系
博
士
論
文
、

指
導
教
授
・
劉
増
貴
、
朱
暁
海
、
２
０
０
２
）、
１
４
２
頁
。

（
37
）
劉
文
強
『
春
秋
時
代
封
建
制
度
的
解
体
』（
台
湾
大
学
中
国
文
学
系
博
士
論
文
、
指

導
教
授
・
張
以
仁
、
１
９
８
３
）

（
38
）
王
明
珂
「
西
周

国
考
」、『
大
陸
雑
誌
』
75
．
2
（
１
９
８
７
）、
70
―
85
頁
。

（
39
）
江
淑
恵
『
郭
沫
若
之
金
石
文
字
学
研
究
』（
台
北
・
華
正
書
局
、
１
９
９
２
．
5
）、

２
５
３
、２
７
７
、３
３
７
頁
。

（
40
）
杜
正
勝
「
略
論
殷
遺
民
的
遭
遇
与
地
位
」、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

53
．
4
（
１
９
８
２
）、
６
６
１
―
７
０
９
頁
。

（
41
）
杜
正
勝
「
周
代
封
建
制
度
的
社
会
結
構
」、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

50
．
3
（
１
９
７
９
）、
５
５
１
―
６
１
３
頁
。

（
42
）
杜
正
勝
『
周
代
城
邦
』（
台
北
・
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
１
９
７
９
）

（
43
）
王
文
陸
「
周
宣
王
史
料
与
史
事
彙
考
」（
台
湾
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、
指
導

教
授
・
張
以
仁
、
１
９
８
４
）

（
44
）
陳
昭
容
「
従
青
銅
器
銘
文
看
両
周
漢
淮
地
区
的
婚
姻
関
係
」、『
歴
史
語
言
研
究
所

集
刊
』
75
．
4
（
２
０
０
４
．
12
）、
６
３
５
―
６
９
７
頁；

陳
昭
容
「
両
周
婚
姻
関

係
中
的
「

」
与
「

器
」

―
青
銅
器
銘
文
中
的
性
別
、
身
分
与
角
色
研
究
之
二
」、

『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
77
．
2
（
２
０
０
６
．
6
）、
１
９
３
―
２
７
８
頁
。

（
45
）
雷
晋
豪
『
征
服
与
抵
抗
・
周
代
南
土
的
政
治
動
態
与
文
化
転
型
』（
台
湾
大
学
博
士

論
文
、
指
導
教
授
・
陳
昭
容
、
陳
弱
水
、
２
０
１
３
）

（
46
）
沈
宝
春
『
商
周
金
文
録
遺
考
釈
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

許
錟
輝
、
１
９
８
２
）

（
47
）
江
淑
恵
『
斉
国
彝
銘
彙
考
』（
台
湾
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
竜

宇
純
、
１
９
８
４
）

（
48
）
洪
恩
耕
『
春
秋
晋
系
器
考
釈
』（
文
化
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

許
錟
輝
、
１
９
９
０
．
6
）

（
49
）
金
信
周
・『
両
周
祝
嘏
銘
文
研
究
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

季
旭
昇
、
２
０
０
２
）

（
50
）銘
文
の
研
究
に
関
し
て
、以
下
の
論
文
が
あ
る
。
魏
静
宜『
周
代
戎
事
銘
文
研
究
』（
高

雄
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
蔡
崇
名
、
１
９
９
６
）；

林
玉
凰
『
北

趙
晋
侯
墓
地
青
銅
器
銘
文
研
究
』（
台
南
大
学
中
国
語
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

汪
中
文
、
２
０
０
５
）；

張
莅
『
商
周
青
銅
食
器
及
其
銘
文
研
究
』（
清
華
大
学
中
国
文

学
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
陳
昭
容
、
２
０
１
１
）；

汪
彤
『
㺇
器
銘
文
彙
釈
及
相

関
問
題
研
究
』（
台
南
大
学
中
国
語
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
汪
中
文
、

２
０
１
３
）
こ
の
類
の
引
用
は
非
常
に
多
く
、
こ
こ
で
は
右
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
た
。

（
51
）
吳
匡
、
蔡
哲
茂
「
釈
「

」」、『
故
宮
学
術
季
刊
』
11
．
3
（
１
９
９
４
）、
77
―

１
１
２
頁
。

（
52
）
陳
美
蘭
・『
西
周
金
文
地
名
研
究
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

季
旭
昇
、
１
９
９
７
）；

金
允
子
・『『
左
伝
』
与
春
秋
銅
器
上
所
見
方
国
名
比
較
研
究
』

（
輔
仁
大
学
中
国
文
学
系
博
士
論
文
、
指
導
教
授
・
許
錟
輝
、
２
０
０
２
）

（
53
）
方
麗
娜
『
西
周
金
文
虚
詞
研
究
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

許
錟
輝
、
１
９
８
４
）；

林
宛
蓉
『
殷
周
金
文
数
量
詞
研
究
』（
東
吳
大
学
中
国
文
学
系



台
湾
に
お
け
る
白
川
文
字
学
の
受
容
の
過
去
と
現
在

二
四

碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
陳
昭
容
、
２
０
０
５
）；

陳
美
琪
『
西
周
金
文
字
体
常
用
詞

語
及
文
例
研
究
』（
中
国
文
化
大
学
中
国
文
学
系
博
士
論
文
、
指
導
教
授
・
許
錟
輝
、

２
０
１
０
）

（
54
）
林
聖
傑
『
殷
商
至
春
秋
時
期
金
文
人
物
名
号
研
究
』（
東
吳
大
学
中
国
文
学
系
博
士

論
文
、
指
導
教
授
・
許
錟
輝
、
２
０
０
４
）；

謝
博
霖
・『
西
周
青
銅
器
銘
文
人
名
及
断

代
研
究
』（
政
治
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
蔡
哲
茂
、
２
０
１
０
）

（
55
）
仁
甫
『
試
論
西
周
初
年
殷
遺
民
問
題
』（
中
興
大
学
歴
史
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

王
仲
孚
、
１
９
９
８
）

（
56
）
鄭
憲
仁
『
周
穆
王
時
代
銅
器
研
究
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、指
導
教
授
・

張
光
遠
、
季
旭
昇
、
１
９
９
８
）、
84
。

（
57
）
郭
秋
鑫
『
先
秦
到
両
漢
之
際
女
性
特
質
的
建
構
与
事
実
』（
成
功
大
学
歴
史
系
碩
士

論
文
、
指
導
教
授
・
王
健
文
、
２
０
０
１
）

（
58
）
柯
佩
君
『
西
周
金
文
部
件
分
化
与
混
同
研
究
』（
中
正
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、

指
導
教
授
・
黄
静
吟
、
２
０
０
５
．
6
）、
21
頁
。

（
59
）
雷
晋
豪
『
征
服
与
抵
抗
・
周
代
南
土
的
政
治
動
態
与
文
化
転
型
』（
台
湾
大
学
歴
史

系
博
士
論
文
、
指
導
教
授
・
陳
昭
容
、
陳
弱
水
、
２
０
１
３
）、
89
頁
。

（
60
）
杜
正
勝
「
関
於
周
代
国
家
形
態
的
蠡
測

│
「
封
建
城
邦
」
說
芻
議
」、『
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
57
．
3
（
１
９
８
６
）・
４
６
５
―
５
０
０
。

（
61
）
鍾
柏
生
「
卜
辞
中
所
見
殷
王
田
游
地
名
考

―
兼
論
田
游
地
名
研
究
方
法
」、『
殷

商
卜
辞
地
理
論
叢
』（
台
北
・
芸
文
印
書
館
、
１
９
８
９
）、
１
４
５
頁
。

（
62
）
王
明
珂
『
華
夏
辺
縁
・
歴
史
記
憶
与
族
群
認
同
』「
華
夏
辺
縁
的
漂
移
・
誰
是
羌
人
」

（
台
北
・
允
晨
文
化
、
１
９
９
７
）、
頁
２
２
８；

拙
作
・『
甲
骨
卜
辞
戦
争
刻
辞
研
究

│
以
賓
組
、
出
組
、
歴
組
為
例
』（
台
湾
大
学
中
国
文
学
系
博
士
論
文
、
指
導
教
授
・

徐
富
昌
、
２
０
１
３
）

（
63
）
引
用
し
て
い
る
例
と
し
て
、
王
讚
源
『
周
金
文
釈
例
』（
台
北
・
文
史
哲
出
版
社
、

１
９
８
０
．
3
）；

全
広
鎮
『
両
周
金
文
通
仮
字
研
究
』（
台
北
・
台
湾
学
生
書
局
、

１
９
８
９
）；

陳
美
琪
・『
西
周
金
文
字
体
常
用
詞
語
及
文
例
研
究
』（
中
国
文
化
大
学

中
国
文
学
系
博
士
論
文
、
指
導
教
授
・
許
錟
輝
、
２
０
０
１
．
5
）；

洪
恩
耕
・『
春
秋

晋
系
器
考
釈
』（
文
化
大
学
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
許
錟
輝
、
１
９
９
０
．
6
）
な

ど
が
あ
る
。

（
64
）
周
鳳
五
「
說
巫
」、『
台
大
中
文
学
報
』
3
期
（
１
９
８
９
．
12
）、
２
６
９
―

２
９
１
頁
。

（
65
）
許
育
竜
『『
說
文
』
亦
声
字
研
究
』（
淡
江
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、指
導
教
授
・

陳
廖
安
、
２
０
０
４
）、
１
６
２
頁
。

（
66
）
劉
紹
鈴
『「
文
」
字
考
・
関
於
文
学
│
人
類
学
的
詮
釈
可
能
』（
中
正
大
学
中
国
文

学
系
博
士
論
文
、
指
導
教
授
・
鄭
毓
瑜
、
謝
大
寧
、
２
０
０
８
）

（
67
）
陳
美
蘭
は
『
漢
字
百
話
』「
告
」
の
上
方
は
小
樹
枝
で
あ
る
と
す
る
説
を
引
用
し
て

い
る
。
詳
氏
著
・「
說
告
」、『
中
正
漢
学
研
究
』
22
期
（
２
０
１
３
．
12
）、
1
―
17
頁
。

（
68
）
例
え
ば
、
李
晟
碩
『
探
討
漢
字
元
素
於
產
品
設
計
之
応
用
』（
雲
林
科
技
大
学
工
業

設
計
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
林
勝
吉
、
２
０
１
１
）；

劉
育
瑜
『
漢
字
文
化
創
意

商
品
設
計
之
視
覚
符
号
研
究
』（
高
雄
師
範
大
学
視
覚
設
計
学
系
碩
士
論
文
、指
導
教
授
・

李
億
勲
、
２
０
１
２
）；

馮
斯
蒂
『
漢
字
表
意
皮
革
工
芸
技
法
与
創
作
研
究
』（
台
湾
師

範
大
学
設
計
学
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
梁
桂
嘉
、
２
０
１
２
）；

林
竺
君
『
漢
字

的
造
字
原
理
応
用
於
児
童
挿
画
之
創
作
研
究
』（
台
湾
芸
術
大
学
視
覚
伝
達
設
計
学
系

碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
楊
清
田
、
２
０
１
４
）
な
ど
が
あ
る
。

（
69
）
白
川
静
の
文
字
の
考
釈
の
方
法
に
つ
い
て
、
氏
の
著
作
を
参
考
に
す
べ
し
。「
古
代

文
字
学
之
方
法
」、『
中
央
研
究
院
国
際
漢
学
会
議
論
文
集
』（
台
北
・
中
央
研
究
院
、

１
９
８
１
．
10
）、
４
６
１
―
４
６
８
頁
。

（
70
）
厳
一
萍
「
蔑
暦
古
義
上
」、『
中
国
文
字
』
第
10
期
（
一
九
六
二
．
12
）、
1
―
13
頁
。

（
71
）
邱
徳
修
『
商
周
金
文
蔑
暦
初
探
』（
台
北
・
五
南
図
書
出
版
公
司
、
１
９
８
６
．
2
）

（
72
）
白
川
静
著
、
蘇
冰
訳
『
常
用
字
解
』（
北
京
・
九
州
出
版
社
、
２
０
１
０
）、
頁

３
９
０
。

（
73
）黄
錦
樹「
文
与
也
・
現
代
危
機
裡
的
文
与
作
為
歴
史
遺
留
物
的
国
学
及

和

的

」、

『
中
山
人
文
学
報
』
36
期
（
２
０
１
４
．
01
）、
1
―
29
頁
。

（
74
）
李
孝
定
、
周
法
高
、
張
日
昇
編
『
金
文
詁
林
附
録
』（
香
港
・
香
港
中
文
大
学
、

１
９
７
７
）、
１
６
６
１
―
１
６
６
２
頁
。

（
75
）
鄭
憲
仁
・『
周
穆
王
時
代
銅
器
研
究
』、
１
０
９
頁
。

（
76
）
た
と
え
ば
金
文
の
旧
釈
で
は
「
貯
」
の
「

」
字
と
し
て
い
た
が
、
李
学
勤
が

改
め
て
「
賈
」
と
解
釈
し
た
。（
李
学
勤
・「
魯
方
彝
与
西
周
商
賈
」、『
当
代
学
者
自
選

文
庫

│
李
学
勤
巻
』（
合
肥
・
安
徽
教
育
出
版
社
、
１
９
９
９
）、
３
０
２
―
３
０
８

頁
。）
包
山
楚
簡
が
「

」
と
す
る
の
を
旁
証
と
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
77
）
杜
正
勝
・「
関
於
周
代
国
家
形
態
的
蠡
測

│
「
封
建
城
邦
」
說
芻
議
」、『
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
57
．
3
（
１
９
８
６
）、
４
６
５
―
５
０
０
頁
。

（
78
）
鍾
柏
生
「
卜
辞
中
所
見
殷
王
田
游
地
名
考

―
兼
論
田
游
地
名
研
究
方
法
」、『
殷

商
卜
辞
地
理
論
叢
』（
台
北
・
芸
文
印
書
館
、
１
９
８
９
）、
１
４
５
頁
。

（
79
）「
奠
」
に
関
し
て
、
の
ち
に
裘
錫
圭
が
奠
は
動
詞
の
意
味
を
持
ち
、
地
名
で
は
な
い

と
し
て
い
る
。
裘
錫
圭
「
說
殷
墟
卜
辞
的
「
奠
」

│
試
論
商
人
処
置
服
属
者
的
一
種

方
法
」、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
64
―
3
（
１
９
９
３
）、
６
５
９
―

６
８
６
頁
。

（
80
）
蔡
佩
玲
『
記
事
、
人
称
与
女
性
作
器
・
西
周
時
期
殷
人
家
族
器
銘
研
究
』（
台
湾
大

学
歴
史
学
研
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・
閻
鴻
中
、
２
０
０
１
）、
30
頁
。

（
81
）
黄
銘
崇
「
晩
商
王
朝
的
族
氏
与
族
氏
政
治
」、『
第
四
届
国
際
漢
学
会
議
論
文
集
』（
台



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
號

二
五

北
・
中
央
研
究
院
、
２
０
１
３
．
10
）、
66
頁
。

（
82
）
韓
巍
『
西
周
金
文
氏
族
研
究
』（
北
京
大
学
中
国
語
言
系
博
士
論
文
、
２
０
０
７
）、

85
頁
。

（
83
）
王
蔚
『
殷
商
羌
族
及
岳
神
芻
議
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

許
錟
輝
、
１
９
８
７
）

（
84
）
陳
美
蘭
『
西
周
金
文
地
名
研
究
』（
台
湾
師
範
大
学
国
文
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

季
旭
昇
、
１
９
９
７
）

（
85
）
葉
達
雄
「
西
周
昭
穆
恭
懿
孝
夷
時
代
的
內
政
措
施
与
対
外
関
係
」、『
国
立
台
湾
大

学
歴
史
学
系
学
報
』
第
5
期
（
１
９
７
８
．
6
）、
16
頁
。

（
86
）
王
文
陸
「
周
宣
王
史
料
与
史
事
彙
考
」（
台
湾
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、
指
導

教
授
・
張
以
仁
、
１
９
８
４
）、
１
６
３
頁
。

（
87
）
高
木
森
『
西
周
青
銅
彝
銘
彙
考
』（
台
北
・
中
国
文
化
大
学
出
版
部
、
１
９
８
６
）、

83
頁
。

（
88
）
蔡
哲
茂
「
武
丁
卜
辞
中

父
壬
身
份
的
探
討
」、『
古
文
字
与
古
代
史
』
第
三
輯
（
台

北
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
２
０
１
２
．
3
）、
１
２
５
―
１
４
７
頁
。

（
89
）
洪
燕
梅
『
秦
金
文
研
究
』（
政
治
大
学
中
国
文
学
系
博
士
論
文
、指
導
教
授
・
簡
宗
梧
、

孔
仲
温
、
１
９
９
７
）、
33
頁
。

（
90
）
周
法
高
「
殷
周
金
文
中
干
支
紀
日
和
十
干
命
名
的
統
計
」、『
大
陸
雑
誌
』
68
―
6

（
１
９
８
４
）、
1
―
7
頁
。

（
91
）
郭
沫
若
『
両
周
金
文
辞
大
系
』（
上
海
・
上
海
書
店
、
１
９
９
９
）、
95
頁
。

（
92
）
唐
蘭
「
論
彝
銘
中
的
「
休
」
字
」、『
唐
蘭
先
生
金
文
論
集
』、
62
―
65
頁
。

（
93
）
周
法
高
「
三
十
年
来
的
殷
周
金
文
研
究

―
「
三
代
吉
金
文
存
補
編
」
代
序
」、『
大

陸
雑
誌
』
60
―
6
（
１
９
８
０
．
6
）、
11
―
18
頁
。

（
94
）
同
上
。

（
95
）
周
法
高
・「
陝
西
省
岐
山
県
董
家
村
西
周
銅
器
的
年
代
問
題
」、『
大
陸
雑
誌
』
58
―

3
（
１
９
７
９
）、
1
―
11
頁
。
由
於
銘
文
年
代
の
考
訂
に
は
限
り
が
あ
り
、
葉
達
雄

は
周
法
高
、
白
川
静
が
「
衛

」、「
五
年
衛
鼎
」、「
九
年
衛
鼎
」
の
差
異
に
つ
い
て
、

こ
う
述
べ
て
い
る
。「
白
川
静
と
周
法
高
の
二
氏
は
ど
ち
ら
も
暦
法
と
金
文
の
月
相
に

よ
っ
て
論
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
と
月
相
を
根
拠
に
論
を
立
て
る
の

は
、
ど
ち
ら
も
一
家
の
言
を
な
せ
る
と
は
言
っ
て
も
、
目
前
で
止
ま
り
、
ど
れ
も
論
を

定
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」
金
文
時
代
の
推
定
は
さ
ら
に
多
く
の
資

料
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
頼
り
に
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
参
氏
著
「
西
周
土

地
制
度
探
研
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
14
期
（
１
９
８
８
．
7
）、64
頁
。

（
96
）周
法
高「
論
金
文
月
相
与
西
周
王
年
」、『
古
文
字
学
論
集
』初
編（
１
９
８
３
）、３
０
９

―
３
５
０
頁；

周
法
高
「
西
周
年
代
新
考

―
論
金
文
月
相
与
西
周
王
年
」、『
大
陸
雑

誌
』
68
―
5
（
１
９
８
４
）、
４
５
４
―
４
８
７
頁
。

（
97
）
張
光
遠
「
春
秋
晩
期
斉
荘
公
時
庚
壺
考
」、『
故
宮
季
刊
』
16
―
3
（
１
９
８
２
）、

83
―
１
０
６
頁
。

（
98
）
洪
恩
耕
『
春
秋
晋
系
器
考
釈
』（
文
化
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、
指
導
教
授
・

許
錟
輝
、
１
９
９
０
．
6
）、
１
４
６
頁
。

（
99
）
張
光
遠
「
大
英
博
物
館
新
蔵
西
周
康
侯
簋
考
釈

―
兼
論
衛
都
地
点
及
周
初
両
次

伐
商
的
銅
器
実
録
」、『
故
宮
季
刊
』
14
―
3
（
１
９
８
０
）、
69
―
96
頁
。

（
100
）
葉
達
雄
「
邢
国
始
末
記
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
8
期
（
１
９
８
１
．

12
）、
7
頁
。

（
101
）
周
法
高
「「
康
侯
簋
考
釈
」
後
記
」、『
大
陸
雑
誌
』
61
―
3
（
１
９
８
０
）、1
―
3
頁
。

（
102
）謝
博
霖『
西
周
青
銅
器
銘
文
人
名
及
断
代
研
究
』（
政
治
大
学
中
国
文
学
系
碩
士
論
文
、

指
導
教
授
・
蔡
哲
茂
、
２
０
１
０
）、
１
８
９
頁
。

（
103
）
張
光
遠
「
戦
国
斉
桓
公
諸
器
続
考
」、『
故
宮
季
刊
』
12
―
2
（
１
９
７
７
）、
59
―

80
頁
。

（
104
）
杜
正
勝
「
周
代
封
建
的
建
立
」、『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
所
集
刊
』
50
―
3
（
民

１
９
７
９
．
09
）、
４
８
５
―
５
５
０
頁
。

（
105
）
葉
達
雄
「
西
周
兵
制
的
探
討
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
6
期

（
１
９
７
９
．
12
）、
1
―
16
頁
。

（
106
）
葉
達
雄
「
西
周
土
地
制
度
探
研
」、『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学
報
』
第
14
期
、

（
１
９
８
８
．
7
）、
49
頁
。
こ
の
說
に
賛
成
す
る
。

（
107
）
黄
銘
崇
「
論
殷
周
金
文
中
以
「
辟
」
為
丈
夫
歿
称
的
用
法
」、『
中
央
研
究
院
歴
史

語
言
研
究
所
集
刊
』
72
―
2
（
２
０
０
１
）、
３
９
３
―
４
４
１
頁
。

（
108
）
周
聡
俊
『
饗
礼
考
弁
』（
台
北
・
文
史
哲
出
版
社
、
２
０
１
１
．
1
）、
１
６
３
頁
。

（
109
）
朱

祥
「
由
方
法
学
論
近
人
誤
用
甲
骨
舉
隅

―
以
神
話
研
究
為
例
」、『
静
宜
人

文
学
報
』
第
9
期
（
１
９
９
７
．
6
）、
1
―
12
頁
。

（
110
）
陳
致
「
說
「
南
」

―
再
論
『
詩
経
』
的
分
類
」、『
中
国
文
哲
研
究
集
刊
』
12
期

（
１
９
９
７
．
03
）、
３
５
５
―
４
０
２
頁
。

（
111
）
周
法
高
「
三
十
年
来
的
殷
周
金
文
研
究

―
「
三
代
吉
金
文
存
補
編
」
代
序
」、『
大

陸
雑
誌
』 

60
巻
6
期
（
１
９
８
０
．
6
）、
11
―
18
頁
。

（
台
湾
大
学
中
国
文
学
系
博
士
後
研
究
員
）




