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は
じ
め
に

│
文
字
觀
と
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
に
つ
い
て

前
稿
「
金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
二
）

│
「
限
定
符
」
を
付
加
し

た
文
字
表
現
」
で
は
、
金
文
と
い
う
初
期
漢
字
に
お
け
る
文
字
表
現
の
う
ち
、
い

わ
ゆ
る
「
象
形
的
な
文
字
」
に
更
に
樣
々
な
付
加
要
素
（
こ
れ
を
限
定
符
と
名
付

け
た
）
を
加
え
た
字
形
が
內
包
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
現
時

點
で
氣
付
い
た
も
の
し
か
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
ま
だ
檢
討
を

續
け
て
い
る
文
字
も
あ
り
、
將
來
ま
た
時
期
を
見
て
何
ら
か
の
形
で
報
告
す
る
つ

も
り
の
文
字
も
あ
る
。
事
柄
は
、「
文
字
言
語
」
が
生
成
す
る
前
の
「
古
代
語
」

の
世
界
で
あ
る
か
ら
、「
意
味
を
持
っ
た
文
字
」
を
使
っ
て
文
章
が
記
さ
れ
る
と

い
う
現
代
人
の
發
想
で
は
な
く
、
特
別
な
場
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
文
語
的
な
口

頭
言
語
」
を
い
か
に
し
て
文
字
で
表
わ
そ
う
と
腐
心
し
た
か
と
い
う
「
言
語
の
文

字
表
現
」
と
い
う
視
點
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
形
の
構
造
を
改
め
て
捉
え
直

す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
卽
物
的
に
し
か
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
象

形
」
と
い
う
槪
念
を
再
度
考
え
直
す
機
會
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
拙
著
『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論（

1
）』
で
、「
象
形
文
字
」
と
い
う
捉
え
方

に
對
す
る
修
正
案
と
し
て
提
示
し
た
も
の
の
、
い
ま
一
つ
飽
き
足
り
な
い
も
の
を

感
じ
て
い
た
「
圖
象
文
字
」
あ
る
い
は
「
圖
示
文
字
」
と
い
う
呼
び
方
に
つ
い
て

も
、
適
切
な
呼
び
方
に
よ
う
や
く
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
望
外
の
收
穫
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
初
期
漢
字
と
し
て
の
甲
骨
文
や
金
文
は
、「
言
葉
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
イ
メ
ー
ジ
で
描
き
出
し
た
文
字
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
簡
潔

に
「
イ
メ
ー
ジ
文
字
」
と
言
い
換
え
れ
ば
い
い
筈
だ
が
、
語
形
と
し
て
は
落
ち
着

か
な
い
の
で
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
和
譯
し
た
「
形
象
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
、「
形

象
文
字
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

考
え
て
み
れ
ば
皮
肉
な
も
の
で
、「
象
形
」
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
語
形
が
「
形
象
」

で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
「
象
形
」
と
い
う
語
に
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
意
味
は

な
か
っ
た
の
か
と
い
う
反
省
も
必
要
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
も
そ
も

「
形
」
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な
反
省
も
必
要
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今

は
こ
れ
以
上
深
入
り
し
な
い
が
、
今
後
は
「
象
形
文
字
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の

を
上
記
の
意
味
合
い
で
「
形
象
文
字
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
以
前
話
題
に
し
た

「
場
面
象
形
」
や
「
全
體
象
形
」
な
ど
は
、
む
し
ろ
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
呼
ぶ
に
相

應
し
い
槪
念
で
あ
る
か
ら
、「
形
象
文
字
」
の
中
に
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
三
）

―
用
字
の
樣
々
な
樣
態

高　
　

島　
　

敏　
　

夫



金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
三
）

一
四

そ
う
す
れ
ば
、「
會
意
」
だ
が
「
場
面
象
形
」
で
あ
る
な
ど
と
い
う
、
論
理
的
な

整
合
性
を
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
說
明
を
す
る
必
要
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
今
回
は
「
用
字
の
樣
々
な
樣
態
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
書
き
進
め
て
い
く

が
、
文
語
的
な
言
語
と
は
い
え
、
口
頭
で
發
せ
ら
れ
て
い
た
言
語
で
あ
る
か
ら
、

文
字
で
記
錄
す
る
者
は
語
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
音
を
意
識
し
、
そ
れ
を
表
わ
し
う

る
文
字
で
も
っ
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
文
字
學
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
い
え
ば
「
假
借
」
あ
る
い
は
「
借
字
」
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
語
の
文
字

表
現
の
仕
方
が
必
ず
し
も
一
通
り
で
は
な
い
。
こ
こ
に
初
期
漢
字
の
特
徵
が
あ
る

の
で
あ
る
。
語
音
に
關
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
「
音
韻
學
」
の
成
果
も
參
照
す
る

が
、
こ
と
古
代
語
に
關
し
て
は
音
の
世
界
を
再
現
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
理
論
的
推
定
音
の
試
案
を
提
示
す
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
絶
對
視
す
る
の
は
か
え
っ
て
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
重

要
な
の
は
先
ず
語
と
し
て
の
意
味
や
機
能
を
摑
む
こ
と
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
語
音
も
意
識
す
る
の
だ
が
、
理
論
的
推
定
音
の
段
階
に
留
ま
っ
て

い
る
音
韻
の
枠
組
み
を
意
識
し
過
ぎ
る
と
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
ブ
レ
ー
キ
と
な
る

場
合
が
あ
る
。
文
字
で
表
わ
さ
れ
た
も
の
を
對
象
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、

文
字
を
言
語
と
し
て
理
解
す
る
前
に
音
韻
論
が
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
文
字
の

背
後
に
あ
る
言
語
を
理
解
し
て
は
じ
め
て
音
韻
論
が
動
き
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
中
古
音
に
關
す
る
音
韻
論
ほ
ど
に
は
成
果
が
上
が
っ
て
い
な
い
上
古
音
の

枠
組
み
は
あ
く
ま
で
未
成
の
も
の
で
あ
り
、
樣
々
な
試
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
段

階
で
あ
る
以
上
、
そ
う
す
る
し
か
な
い
。
音
韻
學
を
専
攻
し
な
か
っ
た
者
か
ら
見

る
と
、
困
難
の
多
い
分
野
だ
が
や
は
り
隨
時
參
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
し
、

ま
た
私
の
提
示
す
る
案
も
音
韻
學
の
參
考
に
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
現
段
階
で
は
そ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
を
採
る
の
が
穩
當
だ
と
思
わ
れ
る
。

一　

  

周
知
の
文
字
を
用
い
る
前
の
段
階
に
あ
っ
て
、
別
の
意

外
な
文
字
で
表
わ
す
例

「
弼
」
の
意
味
を
「
疋
」
と
「
匹
」
で
表
わ
す
例

金
文
に
、
言
語
の
樣
々
な
文
字
表
現
が
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
氣
付
い
て
い
た

の
だ
が
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
自
明
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
周
知
の
文
字
を

使
わ
ず
に
、
別
の
意
外
な
文
字
で
記
さ
れ
る
例
が
か
な
り
あ
る
こ
と
に
も
次
第
に

氣
付
く
よ
う
に
な
っ
た
。
金
文
を
「
古
代
語
の
文
字
表
現
」
と
い
う
視
點
に
立
っ

て
用
字
の
字
形
を
觀
察
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
に
出
く

わ
す
こ
と
が
一
層
增
え
て
き
た
。
例
え
ば
「
輔
佐
（
輔
弼
）
す
る
」
意
の
動
詞
に

は
西
周
時
代
だ
け
で
も
「
左
右
」
の
他
に
左
記
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（
注
）
靑
銅
器
名
の
後
の
數
字
は
『
殷
周
金
文
集
成
』
收
錄
番
號
。「
近
出
」
は
『
近

出
殷
周
金
文
集
錄
』、「
近
出
二
」
は
『
近
出
殷
周
金
文
集
錄
第
二
編
』
の
收

錄
番
號
。

【
左
右
】（
前
期
）
…
「  

奭
易
右

乃
寮

乃
友
事
」

（
奭つ

と

め
て
乃な
ん
ぢの
寮
と
、
乃
の
友
事
と
を
左た

右す

け
よ
と
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  《
令
彝
》9901

・《

令
方
尊
》6016 　

（
注
）「
左
」
が
「
易
」
字
形
。

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　

  　
（
中
期
）
…
「  

用
左
右
俗
父
𤔲
寇
」《
庚
季
鼎
》2781

（
用
て
俗
父
を
左
右
け
て
、
磬
を
𤔲
め
よ
と
）
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「
ナ
右
 


剛
鯀
」（
左
右
け
ら
れ
て
剛が

う
こ
ん鯀
を

げ

む
）

 

《
史
牆
盤
》10175　
（
注
）「
左
」
が
「
ナ
」
字
形
。

【
差
右
】（
中
期
）
…
「  

差
右
吳
大
父
、
𤔲
昜
林
吳
牧
」《
同

》4270

・4271

（
吳
大
父
を
左
右
け
て
、
揚
の
林
・
虞
・
牧
を
𤔲を

さ

め
よ
）

 

（
注
）
差
は
「
𠦪
」
に
「
左
」
を
付
加
し
た
形
。

　
　
　
（
後
期
）
…
「  
乃
聖
且
考
、
克
差
右
先
王
」《
師
詢

》4342
（
乃
の
聖
な
る
祖
考
、
克
く
先
王
を
左
右
す
）

【

】（
前
期
）
…
「  

昔
才

、
考
公
氏
克

玟
王
」《
何
尊
》6014

（
昔
、

に
在
り
し
と
き
、考ち
ち

公
氏
、克よ

く
文
王
を

け
た
り
）

【
𥃝
】（
前
期
）
…
「  

夙
夕
𥃝
我
一
人

四
方
」《
大
盂
鼎
》2837

（
夙
夕
し
て
我
一
人
を
𥃝た
す

け
四
方
に
丞き
み

た
ら
し
め
よ
）

　
　
　
　
　

 　
　

 「  

今
余
隹
令
女
盂
𥃝

」《
大
盂
鼎
》2837

（
今
、
余
は
隹
、
汝
盂
に
令
し
て

を
𥃝た
す

け
し
む
）

　

  　
（
後
期
）
…
「  

會
𥃝
康
王
，
方

不
廷
」《

盤
》
近
出
二
939

（
會
し
て
康
王
を
𥃝
け
，
不
廷
を
方

す
）

【
𥃝
夾
】（
前
期
）
…
「  

盂
、
廼
𥃝
夾
死
𤔲
戎
」《
大
盂
鼎
》2837

（
盂
よ
、
廼
ち
𥃝せ
う

夾け
ふ

し
て
戎
を
死を

𤔲さ

め
よ
）

【
夾
𥃝
】（
後
期
）
…
「  

克
夾
𥃝
先
王
、
奠
四
方
」《
禹
鼎
》2834

（
克よ

く
先
王
を
夾け
ふ

𥃝せ
う

し
て
、
四
方
を
奠さ
だ

む
）

　
　
　
　
　
　
　

 　

 「  

用
夾
𥃝
厥
辟
、
奠
大
令
」《
師
詢

》4342

（
用
て
厥
の
辟き
み

を
夾
𥃝
し
、
大
令
を
奠さ
だ

む
）

　
　
　
　
　
　
　

  　
「  

夾
𥃝
文
王
武
王
、
達
殷
、
膺
受
天
魯
令
、
匍
有
四
方
」

　
　
　
　
　
　

 　

 　
（  

文
王
武
王
を
夾
𥃝
し
、
殷
を
撻う

ち
、
天
の
魯
令
を
膺
受
し

て
、
四
方
を
匍
有
せ
り
）《

盤
》
近
出
二
939

　
　
　
　
　
　
　

  　
「  

夾
𥃝
先
王
、
勲
堇
大
令
」《

盤
》
近
出
二
939

（
先
王
を
夾
𥃝
し
て
、
大
令
に
勲く
ん

勤き
ん

せ
り
）

【
楚
】（
中
期
）
…  　
「  

易
女
赤

攸
勒
、
用
楚
弭
白
」《
弭
叔

》4253

　
　
　
　
　
　
　

  　
（  

汝
に
赤

・
攸
勒
を
賜
ふ
。
用
て
弭
伯
を
楚た
す

け
よ
）

　
　
　
　
　
　
　

  　

  「
楚
走
馬
」（
走
馬
を
楚た
す

け
よ
）《
𧧬

》4255

【
疋
】（
中
期
）
…  　
「  

克
明
厥
心
、
疋
尹

厥
威
義
、
用
辟
先
王
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（  

克
く
厥
の
心
を
明
ら
か
に
し
、
尹

の
威
儀
を
疋た
す

け
、

用
て
先
王
に
辟つ
か

へ
た
り
）《
𤼈
鐘
》
247
〜
250

　
　
　
　
　

  　
　
　
「  

疋
師
俗
、
𤔲
邑
人
隹
小
臣
膳
夫
守
〔
友
〕
官
犬
、

奠
人

善
夫
官
守
友
」《
師
䢅
鼎
》2817

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（  

師
俗
を
疋た
す

け
、
邑
人
と
小
臣
膳
夫
・
守
友
官
犬
、
お
よ

び

鄭
人
膳
夫
・
官
守
友
を
𤔲を

さ

め
よ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
「
令
女
疋
周
師
𤔲

。」《
免

》4240

　
　
　
　
　
　
　
　
（  

汝
に
令
し
て
周
師
を
疋た
す

け
て

を
𤔲を
さ

め
し
む
）

　
　
　
　
　
　
　
　
「
更
乃
且
考
疋
大
祝
」（
乃
の
祖
考
を
更つ

い
で
大
祝
を
疋た
す

け
よ
）

 

《
申

蓋
》4267

　
　
　
　
　
　
　
　
「
令
女
更
乃
且
考
事
、
疋
備
仲
𤔲
六

服
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（  

汝
に
令
し
て
乃
の
祖
考
の
事
を
更つ

が
し
む
。
備
仲
を
疋
け

て
六
師
の
服こ

と

を
𤔲
め
よ
）《
呂
服
余
盤
》10169

　
　
　
（
後
期
）
…
「
王
乎
乍
册
尹
〔
册
令
〕
走
、

疋
□
」《
走

》4244

　
　
　
　
　
　
　
　
（  

王
、
作
册
尹
を
呼
び
、
走
に
册
令
せ
し
む
。
併
せ
て
□
を

疋た
す

け
よ
と
）

や
は
ら

あ
つ

た
す

え
い

り
ん
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一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
「  

疋
師
龢
父
、
𤔲
左
右
走
馬
、
五
邑
走
馬
」

 

《
元
年
師
兌

》4274

〜4275

　
　
　
　
　
　
　
　
（
師
龢
父
を
疋た
す

け
て
、
左
右
走
馬
・
五
邑
走
馬
を
𤔲を
さ

め
よ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
「  

余
旣
令
女
、
疋
師
龢
父
、
𤔲
左
右
走
馬
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（  
余
、
旣
に
汝
に
令
し
て
、
師
龢わ

父ほ

を
疋た
す

け
、
左
右
走
馬
を

𤔲
め
し
む
）《
三
年
師
兌

》4318

　
　
　
　
　
　
　
　
「
令
女

㸓

疋
對
各
、
死
𤔲
王
家
外
內
」《
蔡

》4340

　
　
　
　
　
　
　
　
（  

汝
と
㸓
と
に
令
し
て
併
せ
て
對
各
〔
職
名
〕
を
疋た
す

け
、
王

家
の
外
內
を
死を

𤔲さ

め
し
む
。）

【
左
疋
】（
中
期
）
…
「
昔
先
王
旣
令
女
左
疋

侯
」《
善
鼎
》2820

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（  

昔
先
王
旣
に
汝
に
令
し
、

侯
を
左さ

疋ひ
つ

せ
し
む
）

【

匹
】（
中
期
）
…
「

惠
乙
且
、

匹
厥
辟
」《
史
牆
盤
》10175

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

惠
な
る
乙
祖
、
厥
の
辟き
み

を

匹ひ
つ

す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（  

後
期
）
…
「  

不
顯
皇
且
剌
考
、

匹
先
王
勲
勤
大
令
」

（  

丕
顯
な
る
皇
祖
剌
考
、
先
王
を

匹ひ
つ

し
、
大

令
に
勲く

ん

勤き
ん

せ
り
）《
單
伯
鐘
》
82

　
　
　
　
　
　
　
　
「
𩁹
朕
皇
高
且
公
叔
、
克

匹
成
王
、
成
受
大
令
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（

 
 

𩁹あ
あ

、
朕
が
皇
高
祖
公
叔
、
克よ

く
成
王
を

匹ひ
つ

し
て
、
大
令

を
成
受
せ
り
）《

盤
》
近
出
二
939

【
𥃝
匹
】（
後
期
）
…
「
𥃝
匹
晉
侯
」（
晉
侯
を
𥃝
匹
す
）《
戎
生
編
鐘
》
近
出
29

こ
の
よ
う
に
西
周
時
代
の
金
文
の
語
彙
を
で
き
る
だ
け
多
數
集
め
て
整
理
し
て

み
る
と
、
自
ず
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
文
字
だ
け
に
焦
點
を
當
て
て
推

測
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
適
切
な
判
斷
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
「
左
右
」
は
「

」
や
「

」
が
元
來
何
れ
も
「
助
け
る
」
を
意
味

す
る
語
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
熟
語
化
し
た
も
の
で
殷
以
來
の
語
で
あ
る
が
、
そ
の

後
「
左
」
に
付
加
要
素
を
加
え
て
「
差
右
」（
中
期
・
後
期
）
と
す
る
場
合
が
出

て
く
る
。
前
期
の
《
大
盂
鼎
》
に
は
熟
語
の
「
𥃝
夾
」
だ
け
で
な
く
「
𥃝
」
單
獨

で
も
「
輔
佐
（
輔
弼
）
す
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
後
期

に
な
る
と
「
𥃝
夾
」
の
語
形
が
「
夾
𥃝
」
に
な
っ
た
り
と
、
實
に
多
樣
な
語
形
が

見
え
、
特
定
の
語
に
收
斂
す
る
兆
し
が
な
い
。

た
だ
、
中
期
頃
か
ら
見
え
る
語
形
に
興
味
深
い
も
の
が
見
え
る
の
で
、
今
回
は

そ
こ
に
焦
點
を
當
て
て
み
た
い
。
中
期
に
な
っ
て
初
め
て
見
え
る「
楚
」「
疋
」「
左

疋
」「

匹
」「
𥃝
匹
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
疋
」
の
語
例
が
最
も
多
く
、

中
期
に
五
例
、後
期
に
六
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「

匹
」
の
「

」
字
は
「

」

と
隷
釋
さ
れ
、「
ラ
イ
」の
音
で
讀
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、儀
禮
を
示
す「
（

）」

に
「

」
を
付
加
し
た
字
形
に
な
っ
て
い
る
。
比
較
的
「
來
」
字
形
に
近
い
の
で

暫
定
的
に
「

」
と
隷
釋
さ
れ
て
き
た
が
、「
來
」
の
意
味
に
は
用
い
ら
れ
ず
、も
っ

ぱ
ら
「
輔
佐
す
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る（

2
）。
ま
た
、「

（

）」
を
「
𠦪
」

と
隷
釋
す
る
と
す
れ
ば
、「

」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
、「

（

）」
に
「
左
」

を
加
え
た
字
形
を
「
差
」
と
隷
釋
す
る
こ
と
も
あ
り
、
字
形
の
細
部
の
差
異
に
拘

泥
す
る
と
足
元
を
掬
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
豫
祝
的
な

祭
儀
を
示
す
「
𠦪
」
に
動
詞
で
あ
る
こ
と
明
示
す
る
「

」
字
形
を
加
え
て
い
る

の
で
、
儀
禮
の
際
に
輔
佐
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
た
文
字
表
現
を
し
た

も
の
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

今
話
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
問
題
で
は
な
く
、「

匹
」「
𥃝
匹
」

さ

さ

さ



立
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第
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六
號

一
七

の
「
匹
」、「
左
疋
」
の
「
疋
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
楚
」
字
形
も
見
ら
れ
る
が
、

こ
の
場
合
の
「
楚
」
は
國
名
の
「
楚
」
で
は
な
く
、「
疋
」
に
「
林
」
字
形
が
付

加
さ
れ
た
字
形
に
な
っ
て
い
て
、
や
は
り
助
け
る
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

敢
え
て
「
林
」
字
を
付
加
し
た
の
は
軍
事
〔
師
〕
に
關
係
の
あ
る
語
の
イ
メ
ー
ジ

を
表
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
語
彙
を
整
理
し
て
み
る
と
「
疋
」
と
「
匹
」
と
が
同
じ
語
で
あ
る

こ
と
が
分
っ
て
く
る
。
語
音
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
音
韻
學
で
は
「
匹
」
が
助
け
る

の
意
味
に
使
わ
れ
る
例
が
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
音
の
語
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
な
い
が
、
上
古
音
を
復
元
す
る
た
め
の
資
料
に
加
え
ら
れ
る
と
良
い
と
思
う
。

「
疋
」
の
場
合
は
と
か
く
後
起
の
語
で
あ
る
「
胥
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
や
す
い
が
、

「
匹
」と
の
關
係
を
勘
案
す
る
と「
胥
」と
は
別
の
語
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
「
胥
」
が
「
助
け
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
例
は
、
古
い
文
獻
を
集
め

た
資
料
で
も
あ
る
『
十
三
經
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
因
み
に
一
例
だ
け
擧
げ
る
と

『
尚
書
』
無
逸
篇
の
「
古
之
人
猶
胥
訓
告
，
胥
保
惠
，
胥
敎
誨
」（
古
の
人
、
猶
胥あ

ひ
訓
告
し
、
胥
ひ
保
惠
し
、
胥
ひ
敎
誨
す
）
の
例
の
よ
う
に
「
互
い
に
」
の
意
味

に
用
い
ら
れ
、「
輔
佐
す
る
」
の
意
味
と
見
な
す
に
は
少
々
距
離
が
あ
る
。『
詩
經
』

の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
漢
代
の
『
方
言
』
に
い
た
っ
て
「
胥
・
由
、
輔
也
、

吳
越
曰
胥
、
燕
之
北
鄙
曰
由
」（
胥
・
由
は
輔
也
。
吳
越
に
は
胥
と
曰
ひ
、
燕
の

北
鄙
に
は
由
と
曰
ふ
）〔
卷
六
〕
と
、「
輔
」
の
用
法
が
示
さ
れ
る
も
の
の
、
南
方

の
呉
越
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。
西
周
中
期
の
金
文
に
出
て
く
る
「
疋
」
や
「
楚
」

を
後
起
の
「
胥
」
と
見
な
す
の
は
、
時
閒
的
に
も
空
閒
的
に
も
距
離
が
あ
り
過
ぎ

る
。
た
だ
、「
疋
」
と
隷
釋
し
た
字
形
は
「
足
」
に
似
た
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
る

の
で
「
補
足
」
す
る
意
味
合
い
や
、「
滿
足
」
さ
せ
る
意
味
合
い
を
喚
起
さ
れ
る
が
、

や
は
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
隔
た
り
が
あ
る
。
文
脈
や
「
匹
」
の
用
例
を
も
勘
案
す
れ

ば
や
は
り
「
助
け
る
」
の
意
味
に
歸
着
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
弼
」
字
に
近
い
文
字
は
金
文
に
も
《
番
生

》4326

等
に
見
え
る
「
金
簞た
ん

𢐀ふ
つ

」
の
よ
う
に
「
𢐀
」
字
形
に
な
っ
て
い
る
が
、こ
れ
は
『
詩
經
』
小
雅
「
采

」

に
見
え
る
「
簟

魚
服
」
の
「
ふ
つ

」
に
相
當
す
る
語
で
車
の
蓋
い
を
意
味
す
る
語

で
あ
る
。
戰
國
時
代
の
竹
簡
に
も
「
𢐀
」
字
形
は
見
え
る
が
、「

」
字
に
相
當

す
る
語
の
よ
う
で
あ
る
。戰
國
時
代
の
竹
簡
も
樣
々
な
用
字
の
現
象
が
あ
る
の
で
、

輔
佐
す
る
意
の
「
弼
」
が
今
後
も
出
て
こ
な
い
と
は
限
ら
な
い
が
、
現
時
點
で
は

ま
だ
見
え
な
い
と
す
る
他
は
な
い
。

古
代
語
の
文
字
表
現
と
は
面
白
い
も
の
で
あ
る
。西
周
時
代
の
金
文
で
は
、「
弼
」

に
近
い
「
𢐀
」
字
は
見
ら
れ
て
も
「
車
の
蓋
い
」
の
意
味
で
し
か
用
い
ら
れ
ず
、「
輔

弼
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
語
は
「
疋
」
や
「
匹
」
で
あ
っ
て
「
弼
」
で
は
な
か
っ

た
と
い
う
現
象
が
こ
こ
に
あ
る
。「
疋
」
字
や
「
匹
」
字
か
ら
「
弼
」
字
に
轉
換

し
た
經
緯
は
分
か
ら
な
い
が
、
意
外
な
文
字
を
使
っ
て
「
輔
弼
」
の
意
味
を
表
わ

し
て
い
た
と
い
う
現
象
を
提
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

「
與
え
る
」
の
意
を
「
余
」
字
形
で
表
わ
す
例

《
牧

》4343

に
「
余
馬
四
匹
、取
〔

□
）

」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。「
余
」

は
王
の
自
稱
に
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
か
ら
、「
余
に
馬
四
匹
を
賜
う
」

と
か
「
余
の
馬
四
匹
」
と
讀
ん
で
し
ま
い
や
す
い
が
、
こ
の
言
葉
は
「
王
」
つ
ま

り
「
余
」
が
發
し
て
い
る
言
葉
な
の
で
何
れ
も
成
立
し
な
い
。
こ
こ
で
は
馬
を
四

匹
を
與
え
る
こ
と
を
い
う
場
面
で
あ
る
。
白
川
は
文
意
の
通
じ
る
よ
う
に
こ
れ
を

「
馬
四
匹
を

お
く

る
」
と
巧
み
に
凌
い
で
い
る
が（

3
）、
こ
の
「
余
」
は
前
回
取
り
上
げ



金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
三
）

一
八

た
「
唋
」
の
「

」
字
形
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る（

4
）。「

唋
」
は
「
與
え
る
」
の

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
後
に
「
與
」
字
形
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
前
の
段
階
の
用
字
で
あ
る
。
王
は
表
彰
し
た
り
賜
物
を
與
え
た
り
す
る
存
在
で

あ
る
が
、
そ
の
王
の
自
稱
で
あ
る
「
余
」
が
こ
こ
で
は
與
え
る
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
。「
唋
」
字
形
の
場
合
は
「

」
字
形
を
付
加
し
て
「
册
書
」
を
伴
う
こ

と
を
示
し
た
文
字
表
現
で
あ
り
、「
余
」
は
そ
れ
を
省
略
し
た
表
記
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

「
望
」
が
「
忘
れ
る
」
の
意
、「
望
む
」
の
意
は
「
匄
」
字
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
る

《
縣
妀

》4269 

に
「
毋
敢
望
白
休
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。「
休
」
は
賜

物
で
あ
る
か
ら
「
伯
か
ら
賜
物
を
頂
く
こ
と
を
望
む
な
か
れ
」
と
讀
ん
で
し
ま
い

そ
う
だ
が
、
そ
う
讀
む
と
文
脈
を
無
視
し
た
訓
み
方
に
な
る
。
こ
こ
で
は
伯
辟
父

か
ら
賜
わ
っ
た
恩
寵
を
記
念
し
て
祭
器
に
そ
の
經
緯
を
記
し
、
今
日
か
ら
は
子
々

孫
々
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
ぞ
、
と
述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
從
っ
て
「
敢
へ
て
伯
の
休
を
忘
る
る
こ
と
毋
れ
」
と
訓
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
な
お
「
忘
」
字
は
戰
國
時
代
に
な
っ
て
「
永

毋
忘
」〔
永
世
忘
る
る
こ
と
毋
れ
〕《
𠫑
羌
鐘
》157

の
よ
う
に
現
わ
れ
る
が
、「
忘
」

字
が
現
わ
れ
る
前
の
段
階
で
は
「
望
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

5
）。

一
方
「
望
」
が
「
忘
れ
る
」
の
意
に
用
い
ら
れ
る
の
で
、「
望
む
」
の
意
を
示

す
時
は
別
の
文
字
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
匄
」
字
で
あ
る
。
用
例
の
一
部
を

擧
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・「
匄
眉
壽
多
福
（
眉び

壽じ
ゆ

多
福
を
匄の

ぞ

む
）《
伯
梁
其

》4446

・4447

・「
用
匄
康

」（
用
て
康か
う


を
匄の

ぞ

む
）《
小
克
鼎
》2796

〜2802

・「  

克
用
匄
眉
壽
無
彊
」（
克
用
て
眉
壽
無
疆
な
ら
む
こ
と
を
匄の
ぞ

む
）

 

《
伯
克
壺
》9725

ま
た
《
膳
夫
山
鼎
》2825

に
は
「
𣄨
匄
」
の
語
形
で
「
匄
」
が
見
え
る
。

「
用
𣄨
匄

壽
綽
綰
、
永
令

冬
」

 

（
用
て
眉
壽
綽し
や
く

綰わ
ん

・
永
令
靈
終
な
ら
ん
こ
と
を
祈き

匄ば
う

す
）

「
𣄨
匄
」
は
「
𣄨
」
が
「
旂
」
の
繁
文
で
「
祈
る
」
の
意
、「
匄
」
が
「
望
む
」

の
意
で
、そ
う
な
る
こ
と
を
「
祈
り
望
む
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
旂
」
を
「
祈

る
」
の
意
味
に
用
い
る
例
に
つ
い
て
は
次
に
述
べ
る
。

旂
の
種
々
の
字
形
と
用
法

「
祈
り
望
む
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
「
𣄨
匄
」
で
あ
る
が
「
𣄨
」
單
獨
で
も

次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

・「
用
𣄨
多
福
」（
用
て
多
福
を
祈
る
）《
梁
其
鼎
》2768

〜2770

・「  

用
𣄨
多
福
眉
壽
、
永
令
無
彊
」

 （
用
て
多
福
眉
壽
、
永
令
無
疆
な
ら
む
こ
と
を
祈
る
）《
梁
其
壺
》9716

・9717

ま
た
「

」
字
形
に
「
言
」
を
加
え
た
「

」
字
形
で
も
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
の
は
、祈
り
の
言
葉
を
發
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

・「
用

多
福
」（
用
て
多
福
を
祈
る
。）《
大
師

豆
》4692

た
だ
、「

」
字
形
は
本
來
「
旗
」
の
形
象
な
の
で
、
左
掲
の
よ
う
に
「
旗
」

そ
の
も
の
の
意
味
を
示
す
場
合
が
多
い
が
、「
キ
」
と
い
う
音
を
表
わ
す
た
め
に

や
く
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「
斤
」
を
付
加
し
て
「
旂
」
字
形
で
表
わ
す
。

・「
易
乃
且
南
公
旂
」（
乃な
ん
ぢの
祖
南
公
の
旂は
た

を
賜
ふ
）《
大
盂
鼎
》2837

・「
侯
乘

赤
旂
舟
」（
侯
、
赤
旂き

舟
に
乘
る
）《
麥
方
尊
》6015　

（
注
）
赤
い
旗
を
立
て
た
舟
に
乘
る
の
で
あ
る
。

表
彰
す
る
時
の
賜
物
と
し
て
多
い
の
は
「

旂
」
で
あ
る
。
非
常
に
多
數
の
用

例
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
一
例
だ
け
擧
げ
る
。

・「  

易
女
赤
市
・
幽
亢
・

旂
」（
汝
に
赤
市
・
幽
亢
・

旂
を
賜
ふ
）

 

《
𧽊

》4266

だ
が
、「


」
の
形
で
表
わ
す
《
休
盤
》10170

の
例
も
あ
る
。

西
周
時
代
の
金
文
で
は
「

」
に
「
其
」
を
付
加
し
た
「
旗
」
字
形
で
表
わ
す

例
は
な
く
、
專
ら
「
旂
」
字
形
で
表
わ
し
て
い
た
。「
旂
」
も
「
旗
」
も
同
音
で

あ
る
が
「
旗
」
字
形
を
用
い
る
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
戰
國
時
代
の
竹

簡
に
は
「
旂
」
字
形
に
「
心
」
字
形
を
加
え
て
「
祈
る
」
の
意
味
に
用
い
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。「

」
で
も
っ
て
祈
る
の
意
味
を
表
わ
す
文
字
表
現
と
通
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

二
、
同
じ
語
を
別
の
文
字
で
表
わ
す
例

對
揚
の
「
揚
」
の
意
を
「

」
字
形
で
表
わ
し
て
い
る
例

王
か
ら
賜
物
を
頂
い
た
時
に
、
そ
れ
に
應
え
て
記
念
の
靑
銅
器
を
作
る
と
い
う

銘
文
が
多
い
が
、
そ
の
文
言
と
し
て
は
「
對
揚
天
子
休
」（
天
子
の
休

た
ま
も
のに
對
揚
す
）

と
い
う
常
套
句
が
あ
る
。
こ
の
表
現
以
外
は
見
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
ほ
ど
だ
が
、
次
の
よ
う
な
例
外
が
あ
っ
て
ち
ょ
っ
と
戸
惑
う
ほ
ど
で
あ
る
。

・「
用
荷
井
侯
出
入
、

令
」（
用
て
邢
侯
の
出
入
に
荷

く
わ
ん

し
、
令
に

へ
む
）

 

《
麥
方
彝
》9893

・「  

唯
歸

天
子
休
、
告
亡
尤
」《
麥
方
尊
》6015

（
唯こ
れ

歸
り
て
、
天
子
の
休
た
ま
も
のに


へ
て
告
し
た
る
に
、
尤と
が

亡
し
）

・「  

頌
其
萬
年
無
彊
、
日

天
子

令
」《
史
頌

》4229

〜4236

（
頌
其
れ
萬
年
無
疆
に
し
て
、
日
に
天
子
の

令
に

へ
む
）

郭
錫
良
編
著
『
漢
字
古
音
手
册
（
增
訂
本
）』〔
商
務
印
書
館 

二
〇
一
〇
年
〕

を
參
照
す
る
と
、
と
も
に
「（
古
）
餘
陽
開
三
平
宕
（
廣
）
與
章
切
。
餘
陽
開
三

平
宕
」
の
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
い
る
の
で
、「
揚
」
と
「
羊
」
と
は
同
音
と
見
な

し
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
。
言
語
を
發
す
る
場
で
の
違
い
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

文
字
で
表
現
す
る
に
當
た
っ
て
別
の
字
形
で
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

感
動
詞
「
哉
」
を
「
才
」
だ
け
で
表
わ
す
例

・「
哀
才
、
今
日
天
疾
畏
降
喪
」

 

（
哀
し
い
哉
。
今
日
、
天
、
疾
畏
に
し
て
喪
を
降
せ
り
）《
師
詢

》4342

「
サ
イ
」
と
い
う
音
を
表
わ
す
の
に
「
才
」
だ
け
で
表
わ
し
た
珍
し
い
例
で
あ

る
が
、
左
掲
の
よ
う
に
「

」
字
で
表
わ
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

・
茍

」（
敬つ

つ

し
ん
で
享
せ
よ
や
）《
何
尊
》60144

・「
烏

、
哀

」（
烏

、
哀
し
い
か
な
）《
禹
鼎
》2834

こ
た

こ
た

け
ん

こ
た



金
文
に
見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
三
）

二
〇

三
、
周
知
の
文
字
だ
が
異
な
る
使
い
方
を
し
て
い
る
例

文
字
の
本
質
は
言
語
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
「
表
語
」
に
あ
る
。
私

が
「
表
意
文
字
」
を
わ
ざ
わ
ざ
「
表
語
文
字
」
と
言
い
換
え
な
い
の
は
、
同
語
反

復
の
よ
う
に
な
り
か
え
っ
て
焦
點
が
ぼ
や
け
る
か
ら
で
あ
る
。
言
語
の
表
現
の
仕

方
が
ま
だ
一
定
の
形
に
定
着
せ
ず
、
樣
々
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
た
金
文
の
世
界

の
一
端
を
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、文
字
の
使
い
方
が
樣
々
で
あ
る
た
め
、

戸
惑
う
人
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
喩
え
て
い
え
ば
、
わ
が
國
の
『
古
事
記
』
が
漢

字
だ
け
を
使
っ
て
當
時
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
た
め
、
今
だ
に
日
本
語
と
し
て
讀

み
き
れ
な
い
の
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
漢
字
を
借
り
て
日
本
語
を
初
め
て

記
し
て
い
た
人
た
ち
の
苦
心
も
竝
大
抵
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て

西
周
時
代
の
言
葉
を
文
字
化
し
て
い
た
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
あ
れ
こ
れ
苦
心
を

し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
程
度
は
統
一
が
圖
ら
れ
て
い
る
後
世
の
文
字
の
世

界
と
は
か
な
り
異
な
る
、
言
語
と
文
字
と
の
關
係
が
一
定
し
な
い
時
期
の
も
の
な

の
で
、
音
韻
學
の
立
場
か
ら
上
古
音
を
推
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
一
筋

繩
で
は
い
か
な
い
。
前
に
も
書
い
た
の
で
重
複
す
る
が
、
理
論
的
推
定
音
に
過
ぎ

な
い
上
古
音
の
枠
組
を
見
直
す
必
要
性
を
感
じ
る
人
も
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ

く
ら
い
の
順
應
性
・
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
字
に

記
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
を
理
解
す
る
前
に
重
要
な
の
は
、
文
字
の
背
後
に
あ
る
言

語
と
し
て
の
意
味
や
機
能
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
取
り
上
げ
る
文
字
の

用
法
は
今
ま
で
言
及
し
て
き
た
文
字
以
上
に
意
外
な
用
法
に
な
っ
て
い
る
。

【

〔
以
〕】
の
接
続
詞
と
し
て
の
用
例

・「
奭
易
右
于
乃
寮

乃
友
事
」（
奭つ

と

め
て
乃な
ん
ぢの
寮
と
、乃
の
友
事
と
を
左た

す右
け
よ
）

 

《

令
方
彝
》9901

文
意
か
ら
「

〔
以
〕」
を
接
續
詞
と
見
る
他
は
な
い
が
、
口
頭
で
發
せ
ら
れ

る
言
語
場
に
お
い
て
、こ
の
よ
う
な
「
語
詞
」
と
も
言
え
そ
う
な
言
葉
に
對
し
て
、

文
字
言
語
の
品
詞
分
類
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
判
斷
に
迷
う

と
こ
ろ
だ
が
、
發
せ
ら
れ
た
語
と
し
て
の
機
能
は
接
續
詞
的
な
の
で
、
暫
定
的
に

こ
の
よ
う
に
し
て
お
く
。
こ
う
し
た
接
續
詞
と
も
語
詞
と
も
言
え
る
語
が
文
字
と

し
て
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、「
古
代
語
の
文
字
表
現
」
の
特
徵
が
見
ら
れ
る
の
だ

と
思
う
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
次
の
テ
ー
マ
に
進
む
契
機
と
な
る
。

【
隹
〔
彝
〕】　　
「
彝

」
を
「
隹

」
と
記
し
て
い
る
例

「
毛
公

鼎
亦
隹

」（
毛
公
の
旅
鼎
と
隹
〔
彝
〕

）《
毛
公
方
鼎
》2724　

と
い
う
文
例
が
あ
る
。
白
川
靜
『
金
文
通
釋
』
で
は
こ
れ
を
「
毛
公
の
旅
鼎
と
亦

隹こ
れ

と
（
を
作
る
）」
と
訓
読
し
、「
亦
隹
」
を
連
詞
と
し
て
い
る（

6
）。
青
銅
器
を

作
る
こ
と
を
記
す
場
合
、「
作
寶

彝
」
と
い
う
言
い
方
が
次
第
に
定
型
的
に
な
っ

て
い
く
の
だ
が
、
中
期
初
頭
の
頃
は
ま
だ
そ
の
前
段
階
な
の
で
色
々
な
表
現
が
見

ら
れ
る
。《
毛
公
方
鼎
》
の
關
連
器
で
あ
る
《
師
毛
父

》4196　

に
は
「
用
作

寶

」（
用
て
寶

を
作
る
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
隹
」
は
一
般
に
文
頭
に
發
せ

ら
れ
る
發
語
詞
で
あ
る
が
、「
隹
」
の
樣
々
な
用
法
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の

音
は
「
ス
イ
」
や
「
ユ
イ
」
で
は
な
く
「
イ
」
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
に
こ
の
よ
う
な
語
順
の
中
に
出
て
く
る「
隹
」を
語
詞
と
見
な
し
て「
こ



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
六
號

二
一

れ
」
と
讀
む
こ
と
に
、少
な
か
ら
ぬ
違
和
感
を
覺
え
る
の
で
、「
隹
」
の
音
を
「
イ
」

と
想
定
し
て
き
た
關
係
で
、「
隹

」
を
「
彝

」
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
「
亦
」
を
接
續
詞
と
見
た
の
で
あ
る
。「
亦
」
の
音
の
問
題
も
氣
に
な
る
が
、

ま
た
別
の
機
會
に
し
た
い
。

《
毛
公
方
鼎
》
の
作
器
者
で
あ
る
毛
公
は
周
公
一
族
で
あ
る
が
、
こ
の
銘
文
に

限
ら
ず
周
公
一
族
の
手
に
な
る
銘
文
に
は
特
異
な
言
語
や
文
字
表
現
が
見
ら
れ
、

難
解
な
も
の
が
多
い
。な
ぜ
そ
の
よ
う
な
言
語
現
象
が
生
じ
る
の
か
、一
つ
の
テ
ー

マ
と
し
て
考
え
續
け
て
は
い
る
の
だ
が
、
ま
だ
發
表
す
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
な

い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
記
し
て
お
き
た
い
。

わ
が
國
に
は
、「
隹
」
を
發
語
詞
と
し
て
慣
習
的
に
「
こ
れ
」
と
訓
讀
し
て
き

た
歷
史
が
あ
る
。「
文
字
言
語
」
と
し
て
扱
う
立
場
か
ら
は
、
意
味
に
直
接
関
係

の
な
い
語
詞
に
つ
い
て
は
不
問
に
付
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

發
語
詞
と
す
る
こ
と
に
異
議
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
儀
禮
の
場
で
發
せ
ら

れ
る
音
と
し
て
の
發
語
詞
」
と
し
て
、
改
め
て
捉
え
直
す
必
要
を
痛
感
す
る
の
で

あ
る
。
初
期
漢
字
で
あ
る
甲
骨
文
や
金
文
は
、
後
世
の
文
字
言
語
の
よ
う
に
い
き

な
り
文
字
で
記
す
よ
う
に
な
っ
た
文
字
世
界
で
は
な
く
、
言
語
場
で
發
せ
ら
れ
た

文
語
的
な
口
頭
言
語
〔
言
語
學
者
は
こ
れ
を
「
雅
語
」
と
呼
ぶ（

7
）〕
を
文
字
で
記

し
た
も
の
〔
文
字
表
現
〕
で
あ
る
。
こ
の
文
字
觀
に
立
っ
て
改
め
て
「
儀
禮
の
場

に
お
け
る
發
語
」
の
世
界
を
考
え
直
す
時
期
が
來
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

【
註
】

（
1
）
高
島
敏
夫
『
甲
骨
文
の
誕
生　

原
論
』（
人
文
書
院　

二
〇
一
五
年
）

（
2
）「
古
代
語
の
文
字
表
現
」
と
い
う
觀
點
か
ら
論
じ
る
拙
論
と
は
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方

と
着
眼
點
に
違
い
が
あ
る
が
、「

」
が
「
サ
」
音
で
あ
り
「
た
す
け
る
」
の
意
味
で

あ
る
こ
と
は
、
馬
越
靖
史
「
金
文
通
解
《

盤
》」（「
漢
字
學
研
究
」
第
2
號
）
が
多

方
面
か
ら
手
堅
く
論
證
し
て
い
る
。

（
3
）
白
川
靜
『
金
文
通
釋
』
所
収
の
一
〇
四
a
「
牧

」
の
項
參
照
。

（
4
）「
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
一
五
號
所
收
の
「
金
文
に

見
る
古
代
語
の
文
字
表
現
（
二
）

│
「
限
定
符
」
を
付
加
し
た
文
字
表
現
」
參
照
。

（
5
）
細
か
い
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
に
「
望
」
と
隷
釋
し
て
い
る
字
形
は
「
旣
望
」
と

い
う
語
を
示
す
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
亡
」
の
部
分
が
「
臣
（
目
）」
字
形
に
な
っ
て
い

る
こ
と
も
多
い
。
字
形
の
差
異
を
忠
實
に
反
映
さ
せ
る
と
「

」
字
形
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
望
」
字
に
統
一
し
た
。

（
6
）
白
川
靜
『
金
文
通
釋
』
所
収
の
七
九
b
「
毛
公
方
鼎
」
の
項
參
照
。「
亦
隹
」
を
「
連

詞
」
と
し
て
い
る
の
が
「
接
續
詞
」
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、「
隹
」
を
「
語
詞
」
の
よ

う
に
見
な
し
て
「
こ
れ
」
と
讀
む
の
で
な
く
、「
亦
隹
」
二
字
で
「
と
」
と
訓
む
べ
き

で
あ
る
。「
亦
隹
」と
い
う
二
字
の
接
續
詞
な
ど
今
ま
で
見
か
け
た
こ
と
が
な
い
。
從
っ

て
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
例
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
論
じ
た
。
た
だ
、
こ
の
件
に

つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
會
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
7
）
河
野
六
郞
・
西
田
龍
雄
『
文
字
贔
屓
』（
三
省
堂　

一
九
九
五
年
）
で
、「
雅
語
」
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
樣
々
な
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
。

（
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所　

客
員
硏
究
員
）




