
呉
昌
碩
の
石
鼓
文
臨
書
に
つ
い
て

は
じ
め
に

清
末
民
初
、
海
上
派
と
呼
ば
れ
る
上
海
害
問
壌
の
盟
主
と
し
て
活

附
慨
し
た
呉
昌
槙
(
…
八
四
四
!
一
九
ニ
七
〉
は
、
詩
晶
一
一
間
一
醜
印
悶
絶
を

誇
っ
た
が
、
そ
の
書
、
と
り
わ
け
石
鼓
文
の
臨
調
聞
は
高
く
評
価
さ

れ
、
呉
昌
碩
裳
術
の
根
幹
と
さ
れ
て
い
る
。

同
一
〈
高
額
の
四
男
・
呉
東
議
は
、
「
彼
は
世
間
法
に
お
い
て
最
も
石
鼓

文
の
綿
蓄
を
重
ん
じ
、
生
漉
、
こ
れ
に
精
力
の
限
り
を
尽
く
し
た
」

と
し
、
さ
ら
に
、
石
鼓
文
臨
警
に
よ
っ
て
得
た
用
筆
を
他
の
書
体
や

闘
に
も
応
用
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
当
を
得
て
お
り
、

呉
昌
儲
芸
術
を
考
え
る
際
の
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
た
だ
、
山
口
円
東
題
、
お
よ
び
そ
の
他
呉
昌
碩
を
諮
る
多
く
の
人
々

が
、
呉
昌
樹
は
お
鼓
文
の
臨
世
間
を
書
法
研
鎖
の
た
め
に
し
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
側
頭
も
あ
る
、
だ
ろ
う
。
だ
が
、
筆

者

は

、

石

較

文

の

臨

松

村

樹

茂

「
精
力
の
限
り
を
尽
く
し
た
」
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
で

は
、
呉
昌
碩
に
と
っ
て
、
石
鼓
文
の
臨
書
と
は
何
の
た
め
の
も
の
だ

っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
間
い
に
、
筆
者
な
り
の
仮
説
を
提
出

し
、
論
証
を
試
み
た
い
。

一
、
抗
刻
石
鼓
文
臨
時
歯
の
理
由
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呉
昌
碩
が
臨
撤
回
し
た
石
鼓
文
に
つ
い
て
は
、
伏
見
沖
敬
氏
が
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
口

呉
昌
碩
の
生
漉
拠
っ
た
と
こ
ろ
の
吋
石
鼓
文
」
は
、
清
代
に
事

刻
し
た
本
で
、
今
日
の
人
々
は
問
題
に
も
し
な
い
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
お
鼓
の
拓
本
と
し
て
、
明
代
以
来
蔵
書
家
と
し
て
有
名

な
、
断
江
省
都
県
の
沼
氏
天
一
関
所
蔵
の
宋
拓
本
は
、
も
っ
と
も

精
諮
問
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
嘉
慶
二
年
(
一
七
九
七
)

に
、
そ
の
地
に
潮
江
全
省
学
政
で
あ
っ
た
抗
一
見
が
重
h

刻
し
、
杭
州

府
学
の
明
倫
堂
の
境
問
に
棋
寵
し
た
口
呉
昌
碩
の
こ
の
臨
敢
闘
に
、



院
刻
北
宋
本
猟
砲
の
字
を
臨
す
。
い
と
あ
る
の
は
、
す
な
わ

ち
そ
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

は
、
抗
元
(
一
七
六
四

i
一
八
mm
九
)
が
重
刻
し

た
石
鼓
文
を
、
六
件
肌
」
臨
書
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
伏

見
氏
は
、
院
刻
本
を
寸
今
日
の
人
々
は
問
題
に
も
し
な
い
よ
う
な
も

の
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
の
安
国
間
蔵
本
を
は
じ
め
と
す
る
、
す

ぐ
れ
た
宋
妬
本
の
影
印
本
を
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
今
日
に
あ

っ
て
は
、
確
か
に
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
呉
昌
顕
は
、

阪
刻
本
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
だ
わ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な

ら
、
呉
昌
碩
に
と
っ
て
、
統
一
冗
は
祖
師
で
あ
る
か
ら
だ
。

呉
長
郷
「
呉
問
問
磁
先
生
年
譜
」
に
よ
る
と
、
呉
昌
碩
は
一
八
六
九

年
、
二
十
六
歳
の
時
、
杭
州
の
詰
経
精
舎
に
入
学
し
、
翌
年
ま
で
在

学
、
さ
ら
に
一
八
七
三
年
に
も
在
籍
し
て
い
る
。
こ
の
訪
経
精
舎
の

創
設
者
こ
そ
が
院
元
な
の
で
あ
る
口
当
時
、
院
元
は
す
で
に
世
を
去

っ
て
い
た
が
、
創
設
者
を
尊
ば
な
い
学
舎
な
ど
あ
り
得
な
い
。
詰
経

精
舎
の
学
生
に
と
っ
て
、
古
文
学
派
経
学
の
泰
斗
・
院
元
は
、
絶
対

的
な
崇
敬
対
象
で
あ
り
、
自
ら
も
抗
元
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
患
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
抗
元
の
よ
う
に
と
は
、
す
な
わ
ち
、
古
文

学
派
の
学
者
と
し
て
身
を
処
す
こ
と
で
あ
る
。
当
然
、
呉
昌
績
も
例

外
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
学
者
と
し
て
も
の
す
る
築

刻
書
法
は
風
雅
な
も
の
で
あ
り
、
評
価
も
高
い
が
、
学
者
で
な
い

小
技
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
、
そ
も
そ
も
自

ら
の
築
刻
護
法
の
ス
テ
ー
ジ
を
高
め
る
た
め
に
、
呉
昌
碩
は
話
経
精

舎
に
入
学
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
。

そ
ん
な
以
内
高
額
が
古
文
学
派
の
学
者
と
し
て
身
を
処
す
た
め
に
選

択
し
た
こ
と
こ
そ
、
出
身
校
の
創
設
者
、
つ
ま
り
祖
師
た
る
院
一
兄
が

一
一
回
一
一
刻
し
た
高
鼓
文
の
臨
警
を
行
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

一
一
、
学
者
と
し
て
の
石
鼓
文
臨
書

前
出
伏
見
氏
は
、
「
全
く
の
想
像
で
あ
る
が
」
と
し
つ
つ
、
呉
昌

碩
と
石
鼓
文
の
出
会
い
を
、
「
(
三
十
代
の
後
半
に
寄
寓
し
て
い
た
)
呉

雲
の
家
に
あ
っ
た
拓
本
を
見
て
、
そ
れ
か
ら
石
鼓
に
興
味
を
持
ち
は

じ
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
そ

れ
よ
り
先
、
話
経
精
舎
で
統
刻
本
を
見
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ

ろ
う
。
詰
経
精
舎
に
お
い
て
、
抗
刻
本
(
正
式
名
は
「
儀
徴
院
氏
重

櫛
天
一
関
北
宋
石
鼓
文
本
」
)
は
、
学
術
的
対
象
で
あ
り
、
統
一
冗
の
訂

に
な
る
門
誌
経
精
舎
文
集
い
巻
三
に
は
、
趨
春
一
市
「
重
撫
天
一
関
北

宋
石
鼓
文
考
」
、
呉
東
発
「
重
撫
天
一
一
関
宋
本
石
鼓
序
」
、
厳
木
山
「
霊

撫
天
一
関
北
宋
お
鼓
文
考
」
と
い
う
一
ニ
篇
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
書
法
手
本
と
し
て
の
石
鼓
文
で
は
な
く
、

古
文
学
派
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
庇
刻
本
を
論
じ
た
も
の
だ
。

(117) 



趨
春
折
、
呉
東
発
、
厳
木
山
の
一
ニ
名
は
、
刊
誌
経
精
舎
文
集
」
所
牧

「
一
部
経
精
舎
題
名
碑
記
」
に
よ
る
と
、
「
詰
経
精
舎
詩
学
之
士
」
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
教
授
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
呉
昌
碩
は
こ
の

内
、
山
山
一
ハ
東
発
(
一
七
四
七
i

一
八

O
一
一
一
)
に
私
淑
し
て
お
り
、
五
十

九
歳
時
作
「
築
欝
聯
」
款
警
に
、

山一
θ
を
昏
と
解
釈
し
、

4
9宇
佐
腕
と
解
釈
J
与
の
は
、
呉
侃
叔
(
府
間

東
発
の
字
)
明
経
の
吋
石
鼓
読
い
に
見
え
る
。

と
記
し
、
呉
東
発
の
説
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
明
経
は
清
代
で
は
貫

生
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
が
、
経
世
帯
に
明
る
い
こ
と
へ
の
尊
敬
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
七
十
一
一
一
歳
時
作
「
臨
お
鼓
文
六
劫
扉
風
」
(
今
井
凌
雪
氏

蔵
)
鑑
識
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

石
鼓
の
用
筆
は
前
議
の
持
論
が
お
の
お
の
異
な
る
。
日
一
〈
侃
叔
は

「
疏
古
」
と
一
一
一
一
向
い
、
朱
笥
河
(
朱
埼
の
字
)
は
「
疏
中
に
勤
を
取

る
の
が
よ
い
」
と
一
一
一
一
向
い
、
張
皐
文
(
張
窓
ヰ
一
一
向
の
字
)
は
「
堅
勤
不

移
の
気
を
有
す
る
よ
う
に
す
べ
き
」
と
一
一
一
一
口
う
。
こ
れ
に
従
事
す
る

い
ま
だ
そ
の
一
訣
も
得
ら
れ
て
い
な
い
。
難
し
い

も
こ
れ
は
用
筆
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
一
ハ
東
発
以
外
の
二
人
も
吉

文
学
派
の
学
者
で
あ
り
、
呉
昌
一
償
が
「
前
一
議
」
学
者
の
論
に
通
じ
て

い
た
こ
と
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
学
者
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
は
「
後
輩
」
で
あ
り
、
自
ら
が
学
者
の

系
列
C
連
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
呉
晶
碩
は
、
自
ら
学
者
と
し
て
身
を
処
し
て
お
り
、
七

十
三
歳
時
作
「
猟
碕
集
聯
」
(
石
鼓
文
に
見
え
る
字
を
集
め
て
書
い
た

対
聯
)
の
政
語
に
は
、

E
戸
作
維
、
げ
ム
ダ
作
持
、
本
院
一
氏
」
と
記
し
、

文
字
考
証
の
規
範
を
玩
一
元
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
は
詰
経
精

舎
に
学
ん
だ
古
文
学
派
の
学
者
と
し
て
の
基
本
的
姿
勢
が
窺
え
る
。

ま
た
、
石
鼓
文
の
臨
書
を
作
品
と
し
て
も
の
す
る
場
合
も
、
わ
ざ
わ

ざ
況
刻
本
を
臨
母
一
一
周
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く

な
く
、
た
と
え
ば
、
七
十
五
歳
時
作
「
臨
石
鼓
文
四
界
」
政
一
諸
に

は
、
「
臨
院
刻
北
宋
本
石
鼓
字
、
自
視
尚
有
古
意
」
と
記
し
て
い
る

が
、
こ
れ
も
、
学
者
と
し
て
銃
刻
本
を
臨
書
し
、
古
文
学
派
が
尊
ぶ

を
求
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
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去
、
祖
師
へ
の
絶
対
的
信
頼

こ
の
よ
う
に
、
呉
昌
碩
は
古
文
学
派
の
学
者
と
し
て
石
鼓
文
を
臨

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
え
て
庇
刻
本
に
こ
だ
わ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
ん
な
呉
昌
碩
の
、
い
わ
ば
銃
刻
本
至
上
主
義
を
表
明
し

た
の
が
、
六
十
五
歳
時
作
「
臨
石
鼓
文
全
文
」
政
語
で
あ
る
。
長
く

な
る
が
、
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

で

に
あ
た
り
、
好
ん
で
石
鼓
文
を
臨
し
、
数
十



れ
に
従
事
し
て
き
た
が
、
そ
の
臼
に
は
そ
の
日
の
境
地
が
あ

っ
た
も
の
だ
。
た
だ
、
そ
の
中
の
古
茂
雄
秀
の
気
息
は
、
い
ま
だ

そ
の
て
二
し
か
窺
え
な
い
で
い
る
。
戊
申
(
一
九

O
八
)
の
秋

の
終
わ
り
に
良
い
紙
を
得
、
す
ぐ
に
脱
氏
翻
刻
北
宋
本
の
全
文
を

臨
し
た
。
そ
の
第
八
鼓
は
な
お
十
二
字
と
い
う
多
く
の
字
を
存
し

て
い
る
が
、
今
の
拓
本
に
は
こ
れ
が
な
い
。
世
に
伝
わ
る
明
初
一
位

蝋
八
鼓
は
わ
ず
か
に
…
つ
だ
け
つ
同
」
字
を
存
し
て
お
り
、
好
事

者
は
こ
れ
を
宝
と
し
て
い
る
が
、
骨
輩
出
践
が
ニ
セ
モ
/
を
作
っ
て

金
も
う
け
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。
私
は
か
つ
て
こ

絶
勾
を
詠
じ
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
も
の
だ
。
「
杵
と
械
の
木
の

枝
が
風
に
鳴
っ
て
十
日
意
を
あ
ら
わ
す
が
、
穴
、
住
ま
い
の
中
で
石
鼓

は
自
に
さ
れ
て
し
ま
い
悲
し
み
に
堪
え
て
い
る
。
石
鼓
歌
を
作
っ

た
呂
繋
(
斡
愈
)
は
一
択
を
ぬ
ぐ
っ
て
も
尽
き
ず
、
こ
の
鼓
は
ま
た

字
の
な
い
碑
と
な
っ
た
」
「
劫
火
が
す
で
に
天
一
簡
を
仇
の
よ
う

に
襲
っ
て
お
り
、
大
学
士
・
統
一
苅
の
翻
刻
本
も
捜
し
難
く
な
っ
て

い
る
。
み
だ
り
に
明
柘
に
日
間
」
字
が
存
す
る
と
大
一
一
一
一
口
が
吐
か
れ

(uv 

て
い
る
が
、
字
波
鮮
明
な
も
の
に
は
ニ
セ
モ
ノ
が
多
い
も
の
だ
」
。

こ
の
蹴
諮
は
、
冒
頭
の
一
節
の
み
が
よ
く
紹
介
さ
れ
、
呉
昌
碩
の
石

鼓
文
臨
書
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
研
鎮
の
証
左
と
さ
れ
て
き
た
。
だ

が
、
全
文
を
読
ん
で
み
る
と
、
呉
昌
碩
は
こ
こ
で
、
「
明
拓
は
ダ
メ

で
、
脱
刻
本
が
い
い
」
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

ろ
う
。
た
だ
、
実
の
と
こ
ろ
明
拓
と
は
、
宋
妬
で
あ
る
天
一
関
本
が

焼
失
し
、
安
慰
問
蔵
本
な
ど
が
ま
だ
世
に
出
て
い
な
い
当
時
に
あ
っ

て
、
求
め
う
る
最
良
の
拓
本
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
護

法
的
に
は
、
翻
刻
本
で
あ
る
院
刻
本
よ
り
、
最
良
の
原
拓
本
で
あ
る

明
拓
を
重
ん
じ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
と
さ
え
一
一
一
一
向
つ
で
も
い
い
の
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
呉
昌
磁
は
、
冊
一
一
回
法
的
な
観
点
に
立
た
ず
、
学

問
的
に
正
統
的
な
(
ニ
セ
モ
ノ
の
字
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
な
い
)
抗
刻

本
を
尊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
呉
昌
碩
が
書
法
家
と
い
う
よ

り
、
学
者
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。
そ
し

て
、
祖
師
で
あ
る
院
元
の
手
に
な
る
抗
刻
本
だ
か
ら
こ
そ
、
絶
対
的

な
信
頼
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
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問
、
書
法
家
と
し
て
の
側
麗

た
だ
、
呉
昌
碩
に
書
法
家
と
し
て
の
側
面
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
七
十
三
歳
時
作
「
臨
石
鼓
文
冊
」
(
慮
善

啓
氏
蔵
)
に
、
次
の
よ
う
な
政
諾
が
見
え
る
。

江
陰
陳
氏
遊
園
(
陳
式
金
の
斎
号
)
蔵
の
呉
譲
翁
(
呉
照
識
の

別
字
)
築
界
は
、
真
力
み
な
ぎ
り
、
古
趣
あ
ふ
れ
て
い
る
。
私
は

か
つ
て
顧
茶
都
(
顧
踏
の
号
)
の
と
こ
ろ
で
借
り
て
観
、
数
日
背

臨
(
涼
本
を
見
な
い
で
臨
書
す
る
こ
と
)
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
い

ま
だ
一
点
の
霊
活
(
生
き
生
き
し
た
と
こ
ろ
)
も
得
る
こ
と
が
で



き
て
お
ら
ず
、
恥
ず
か
し
い
限
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
問
決
議
之
の
「
護
活
」
を
学
び
得
て
い
な
い
こ
と
を
恥
じ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
書
法
家
と
し
て
一
七
鼓
文
を
捉
え

て
い
る
、

ま
た
、

あ
る
が
、

「
締
石
鼓
文
全
文
」
は
抗
刻
本
の
全
一
臨
で

の
細
や
か
さ
、
力
強
さ
は
、
以
内
山
子
の
字
了
庄
一
(

(
ほ
(
脱
税
の
別
字
〉
に
く
ら
べ
る
と
及
ば
な
い
と
こ
ろ
が
あ

と
い
う
…
節
が
あ
り
、
学
者
と
し
て
よ
り
、
書
法
家
と
し
て
の
側
面

が
強
く
出
て
い
る
。

さ
ム
ノ
に
、

て

て

い

た

明

拓

を

肯

定

的

に

捉

え

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
七
十
六
成
時
作
「
猟
碍
集
聯
」

に
は
、
「
集
明
拓
猟
偶
字
」
と
記
し
、
あ
え
て
明
拓
に
基
づ
い
て
い

る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
、
呉
高
碩
は
玉
氏
話
雨
楼

の
斎
搭

J

〉
旧
蔵
と
い
う
良
質
の
明
拓
を
蔵
し
て
い
る
の
で
あ

ま
た
、
七
十
六
歳
時
作
「
郡
石
鼓
文
軸
い
に
は
、

か
つ
て
関
川
氏
両
島
軒
(
呉
謹
の
斎
持
心
臓
の
明
拓
石
鼓
を
見
た

こ
と
が
あ
る
が
、
ム
ハ
舟
(
逮
受
の
口
市
)
鵠
の
蹴
詑
に
よ
る
と
、
明

ら
か
に
冗
桁
で
あ
り
、
周
期
惜
の
気
風
に
あ
ふ
れ
、

く
、
味
わ
い
深
い
も
の
で
、
明
時
の
箆
蝋
八
鼓
は
及
び
も
つ
か
な

い
。
こ
こ
に
こ
れ
を
背
臨
す
る
。

と
い
う
政
文
を
一
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
完
全
に
「
好
事

者
」
の
拓
本
談
義
で
あ
り
、
書
法
的
に
石
鼓
文
を
観
て
い
る
こ
と
が

わ
か
ろ
う
。

五
、
学
者
か
ら
見
た
審
法
家

で
は
、
呉
昌
碩
に
、
学
者
、
の
両
側
簡
が
そ
な
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
、
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
は
、
呉
昌
碩
が
藍
接
教
え
を
受
け
た
、
訪
経
精
舎
主
講
・
散
槌

の
寸
書
法
字
学
之
別
い
と
い
う
文
章
が
示
唆
に
富
む
。
紹
介
し
ょ

〉つ。

(120) 

一
冗
の
賂
友
仁
(
陸
友
の
字
)
吋
研
北
雑
誌
い
に
、
「
丹
陽
の
葛
魯

附
仰
の
論
議
に
平
成
、
宋
人
の
書
法
は
妙
純
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も

字
学
に
遇
焼
し
て
は
い
な
い
」
と
一
一
一
一
向
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
ま

た
、
韓
返
之
(
韓
愈
の
字
)
は
も
と
よ
り
官
官
名
は
な
い
が
、
字
義

に
は
心
を
極
め
て
お
り
、
「
世
に
文
認
を
な
そ
う
と
す
る
な
ら
、

識
字
を
お
さ
め
る
よ
う
に
し
た
方
が
い
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
韓
択
木
は
八
分
(
隷
書
)
を
も
っ
て
有
名
で
あ
る
が
、
こ

と
言
っ
て
い
る
。

一ア」、

れ
を

の
太
宗



は

休

日

の

た

び

に

に

字

学

を

問

う

た

」

と

あ
る
。
禁
法
と
は
宙
法
帖
を
臨
馨
す
る
こ
と
で
、
字
学
と
は
築
殺

を
考
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
法
と
字
学
は
、
も
と
も
と
一
つ
の

道
で
あ
っ
た
が
、
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
皆
、
協
同
以
来
、
筆
法
に

す
ぐ
れ
て
は
い
る
が
、
字
学
に
通
じ
て
い
な
い
者
が
多
い
」
と
い

う
。
ど
う
や
ら
こ
の
二
事
は
、
背
か
ら
兼
ね
る
の
は
難
し
い
よ
う

で
、
筆
法
家
が
字
学
に
通
じ
て
い
な
い
こ
と
は
、
漢
人
が
築
申
請
を

認
制
誌
に
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
す
で
に
そ
う
な
の
で
あ

っ

て

、

ど

う

し

て

背

、

る

こ

と

な

ど

で

長」トでつ

文

中

に

い

う

を

専

攻

す

る

の

が

書

法

家

で

あ

り

、

「
字
晶
子
い
を
追
究
す
る
の
が
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
み
附
継
が

こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
「
筆
法
家
が
字
学
に
述
、
じ
て
い
な

い
こ
と
片
つ
ま
り
響
法
家
に
学
者
の
側
一
回
が
そ
な
わ
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
食
槌
は
、
「
賓
め
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
」

と
、
…
見
擁
護
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
突
き
放
し

た
言
い
よ
う
と
一
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
曜
日
、
腐
以
後
の

筆
法
家
」
は
書
法
家
で
あ
り
、
自
分
違
学
者
と
は
一
一
線
を
闘
す
る
存

在
だ
と
断
一
一
一
閃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
考
え
の

根

底

に

は

、

の

存

在

で

あ

る

と

い

う

意

識

が

あ
る
の
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。

お
そ
ら
く
、
呉
昌
煩
は
、
…
訪
経
精
舎
で
、
こ
の
み
問
機
の
よ
う
な
考

え
に
接
す
る
う
ち
、
帯
一
…
間
法
家
専
業
に
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で

学
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
肝
に
銘
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
結

果
、
選
択
さ
れ
た
の
が
、
玩
刻
本
石
鼓
文
を
学
者
と
し
て
臨
書
す
る

こ
と
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
口
た
だ
、
も
と
よ
り
呉
昌
碩
に
は

書
法
家
的
側
部
が
あ
る
わ
り
で
、
石
鼓
文
臨
書
に
も
当
然
そ
れ
が
擦

を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

間
一
〈
高
額
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
混
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
単
純
化
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、

呉
昌
般
の
学
者
と
し
て
の
一
面
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
純
化

さ
れ
た
書
法
家
、
ひ
い
て
は
芸
術
家
像
に
疑
義
を
投
げ
か
け
、
そ
の

本
質
解
明
の
一
助
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

呉
昌
碩
は
、
話
経
精
舎
に
学
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
一
時
一
旧
経
精
舎
の
学

問
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
統
元
を
祖
師

と
す
る
古
文
学
派
の
経
学
者
と
な
っ
た
わ
け
だ
。
こ
れ
は
大
き
な
事

実
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
本
稿
は
こ
の
事
実
を
考
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、
呉
昌
碩
一
が
基

本
的
に
は
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
芸
術
の
根
幹
と
さ

れ
る
石
鼓
文
臨
書
も
、
基
本
的
に
は
学
者
と
し
て
の
行
為
で
あ
っ
た

(121) 



こ
と
を
論
じ
て
み
た
。

さ
ら
に
、
時
お
り
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
書
法
家
的
側
関
も
、
学
者
的

側
面
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
推
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

話
経
精
舎
で
は
、
指
一
開
法
家
よ
り
学
者
が
上
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

(
7
)
原
文
は

E
か
釈
作
昏
、

vg釈
作
焼
、
見
呉
保
叔
明
経
石
鼓
読
」
。

(8)
青
山
杉
雨
編
集
吋
近
代
醤
道
グ
ラ
フ
い

M
4
「
呉
昌
碩
作
品
集
」
(
一

九
五
六
・
近
代
書
道
研
究
所
)
所
収
。
た
だ
し
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
「
辻
本

史
邑
氏
所
蔵
」
と
あ
る
の
は
誤
植
、
正
し
く
は
「
今
井
凌
雪
氏
所
蔵
、

ま
た
、
拙
稿
「
今
井
凌
雪
先
生
蔵
呉
昌
碩
「
臨
石
鼓
文
・
水
墨
花
井
六
曲

一
双
扉
風
」
に
つ
い
て
」
(
一
〉

i
(八
)
(
一
新
書
鑑
」
第
一
ニ

O
一
;
一
一
二

七
号
・
一
一

O
O
一
・
有
限
会
社
雪
心
新
書
鑑
編
集
部
所
収
)
で
は
、
鮮

明
な
写
真
を
掲
げ
、
分
析
を
加
え
た
。

(9)
原
文
は
「
石
鼓
用
筆
、
前
輩
持
論
各
巽
。
呉
侃
叔
謂
疏
古
。
朱
柑
一
郎
、
河

讃
宜
子
疏
中
取
勤
。
張
皐
文
諮
求
有
竪
動
不
移
之
気
。
従
事
品
川
余
年
、
未

能
得
其
一
訣
。
難
失
」
。

(
日
)
高
木
聖
雨
編
著
吋
逝
世
七
十
年
呉
昌
碩
展
呉
昌
碩
作
品
集
い
(
一
九
九

七
・
書
道
研
究
部
文
社
)
所
収
。

(
日
)
問
注
(
6
1

(
ロ
)
吋
呉
昌
碩
臨
む
鼓
文
護
法
い
(
一
九
七
九
・
上
海
奮
闘
出
版
社
)
所
収
。

(
日
)
原
文
は
「
予
学
球
好
臨
石
接
、
数
十
載
従
事
於
此
、
一
司
有
一
日
之

境
界
。
唯
英
中
古
茂
雄
秀
気
息
、
来
能
窺
其
一
二
。
戊
申
秋
抄
獲
佳
権
、

援
臨
統
氏
翻
刻
北
宋
泳
全
文
。
兵
第
八
鼓
尚
存
ふ
!
こ
字
之
多
、
間
今
拓
則

無
之
。
世
伝
明
初
臨
機
八
鼓
儀
容
一
詰
字
、
好
事
者
宝
之
、
前
不
知
骨
査
一

行
中
作
偽
嫌
銭
耳
。
予
替
詠
ニ
絶
句
一
百
一
作
械
鳴
経
古
意
華
、
ん
八
中
為
自

事
堪
悲
。
畠
禦
満
一
保
揮
難
尽
、
此
鼓
還
成
没
字
碑
。
劫
火
己
響
天
一
閥
、

宏
文
抗
刻
費
強
羅
。
設
誇
明
拓
存
リ
リ
同
字
、
翠
嘉
一
張
皇
膳
鼎
多
」
。
な
お
文

中
の
二
絶
句
は
一
ハ
い
と
い
う
題
で
沼
山
一
膿
詩
い
巻
問
、
立
山

お
り
、
「
品
」
は
「
微
」
に
作
ら
れ
て
い
る
。

注(I)
口出(東選

吋
版
協
代
酒
家
評
伝
・

訳
に
足
江
捜
訳
↑
…

る
)
。
原
文
は
、
「
一

於
此
」
。

(2)
伏

見

沖

敬

「

清

縞

石

鼓

文

」

解

説

一
一
…
…
・
一
九
六
九
・
…
一
所
牧
)
。

(
3
)
呉
長
郭
著
、
河
内
利
治
・
北
川
博
邦
訳
吋
わ

九
0
・
東
方
書
脂
)
所
収
。

(
4
)
伏
見
沖
敬
「
呉
昌
碩
臨
石
鼓
文
」
(
選
出
口
忠
第
一

O
一
号
・
一
九
五

九
・
東
洋
議
道
協
会
所
収
)
。

(5)
間
対
話
碩
は
、
た
と
え
ば
「
説
剣
臨
為
撲
野
」
詩
会
館
騒
詩
い
巻
七
所

収
)
其
二
で
、
県
東
発
を
「
苔
家
侃
叔
一
帯
治
筒
、
鏡
不
深
憂
道
実
援
。
積

古
鼎
弊
焔
玖
詑
(
割
注
一
院
氏
穣
古
斎
弊
器
款
識
、
朱
搬
堂
、
間
以
〈
侃
叔
政

釈
居
多
)
、
惣
無
鹿
造
作
驚
州
問
」
と
詠
じ
て
い
る
。

(
6
}
定
-
一
誕
何
回
五
十
年
記
念
呉
昌
碩
作
品
(
一
九
九
四
・
築
社
番
法
築

刻
研
究
会
、
日
本
家
刻
家
協
会
)
所
収
。

(
一
九
六
三
・
上
海
人
民
美
術
出
版
社
/
後
に

.
一
九
七
九
・
中
華
護
局
香
港
分
局
広
収
載
、
邦

〔
人
ど
・
一
九
七
限
・
ご
京
社
が
あ

《
石
鼓
》
文
字
、
事
生
精
力
尽
搾

(122) 

(
一
九



(M)
王
宏
一
縮
宣
ハ
し
昌
碩
臨
石
鼓
文
精
品
選
い
ご
九
九
一
…
了
天
津
書
籍
書

感
)
所
収
。

(
日
)
原
文
は
「
江
陰
陳
氏
適
図
蔵
呉
譲
翁
築
尻
、
真
力
弥
満
、
古
趣
横
溢
。

予
柏
市
子
一
顧
茶
郁
処
借
観
、
数
日
背
臨
。
其
意
来
能
得
一
点
霊
活
、
可
憐

也
、

(
日
)
前
出
注

(
2
)
吋
書
跡
名
品
叢
刊
い
一
一
一
一
一
所
収
。

(
げ
)
原
文
は
「
用
筆
綿
勤
、
較
一
札
口
家
山
子
・
識
者
似
有
所
不
逮
也
、

(
日
)
朱
培
爾
、
王
編
吋
二
十
世
紀
品
川
悶
法
経
典
・
呉
昌
碩
巻
い
(
一
九
九
六
・
河

北
教
育
出
版
社
、
広
東
教
育
出
版
社
)
所
収
。

(
日
)
沈
曾
遊
「
記
山
間
部
蹴
論
車
問
境
問
」
(
吋
尚
子
風
い
第
七
巻
第
削
号
・
一
九

一
一
一
七
・
安
徽
省
立
図
書
館
所
収
〉
に
、
「
案
先
生
出
示
一
所
蔵
明
拓
本
、
係

正
氏
(
任
堂
)
町
一
一
州
雨
楼
出
物
、
墨
気
極
好
」
と
あ
る
。

(
却
)
附
村
妙
石
編
吋
呉
昌
碩
川
口
代
作
品
集
」
(
一
九
九
四
・
呉
昌
碩
芸
術
研

究
会
)
所
収
。

(
れ
)
原
文
は
辺
国
見
呉
氏
問
器
軒
蔵
明
拓
石
鼓
、
拠
ム
ハ
舟
信
政
一
訪
問
、
的
是

一
苅
拓
、
用
墨
気
古
鰍
神
味
淵
、
巽
非
明
時
醗
撒
一
所
能
也
。
蕊
背
臨
之
」
。

(
詑
)
命
槌
判
明
品
川
香
室
四
紗
い
(
吋
茶
番
室
叢
紗
い
一
的
収
〉
巻
十
五
一
前
収
。

(
お
)
原
文
は
、
「
一
見
陸
友
仁
研
北
雑
誌
一
五
、
丹
陽
葛
魯
卿
論
書
去
、
晋
宋
人

審
法
妙
絶
、
未
必
尽
腕
字
学
。
又
一
五
、
韓
退
之
索
無
書
跡
、
市
極
意
字

義
、
嘗
去
、
世
為
文
閥
、
宜
略
識
字
。
又
韓
択
木
以
八
分
撞
名
、
謂
之
不

識
字
。
明
楊
懐
農
地
演
録
一
訳
、
宋
史
長
編
、
太
宗
毎
暇
日
、
問
主
著
以
筆

法
、
葛
端
以
字
学
。
筆
法
臨
事
ぢ
法
帖
也
、
{
子
学
考
究
築
意
世
。
筆
法
与

{
子
学
本
一
塗
而
分
妓
。
皆
腐
以
来
、
妙
於
筆
法
荷
不
通
字
学
者
多
突
。
按

此
一
一
事
自
市
灘
兼
、
筆
法
家
之
不
通
字
学
、
漢
人
変
隷
己
然
、
何
実
乎
晋

唐
以
後
、
な
お
「
明
楊
慎
議
池
現
録
一
五
と
あ
る
が
、
宣
明
一
池
端
録
」
は

道
官
位
の
誤
り
で
、
楊
慎
宗
管
巴
巻
一
(
巻
一
の
み
で
あ
る
が
、
表

記
あ
り
)
「
筆
法
字
学
」
に
こ
の
一
節
が
見
え
る
こ
と
を
、
菅
野
智
切
氏

よ

り

ご

教

一

が

い

た

だ

い

た

。

(

大

妻

女

子

大

学

)

(123) 


