
歐
人
に
封
ぜ
ら
れ
た
漢
字
及
漢
文
學

內
田

魯
庵

（
一
）
世
界
の
改
造
の
用
材
產
地
は
亞
細
亞
の
森
林

世
界
が
革
命
に
脅
か
さ
れ
て
る
根
源
は
東
方
思
想
の
西
漸
に
由
來
す
る
。
ボ
ル
シ
エ
ウ
ヰ
ズ
ム
も

導
火
線
と
な
つ
た
の
は
マ
ル
ク
ス
で
あ
ら
う
が
、
爆
發
性
を
與
へ
た
の
は
東
方
思
想
の
浸
潤
で
あ
つ

た
。
一
體
露
西
亞
人
は
民
族
と
し
て
は
歐
羅
巴
人
よ
り
は
寧
ろ
蒙
古
人
で
あ
つ
て
、
外
貌
が

ト
ル
ス
ト
イ

杜
翁
が

か
つ曾

て
ア
イ
ヌ
人
に
近
似
す
と
稱
さ
れ
た
ほ
ど
亞
細
亞
人
に
近
い
は
勿
論
、
思
想
も
性
格
も
亞
細
亞
人
で

あ
る
。
其
の
特
有
の
虛
無
思
想
が
本
來
亞
細
亞
の
產
物
で
、
支
那
に
は
早
く
か
ら
此
種
の
思
想
の
潮
流

が
流
れ
て
ゐ
た
の
は

ど

ゝ
呶
々
す
る
ま
で
も
無
く
誰
も
知
つ
て
ゐ
る
。

カ
イ
ゼ
ル
が
黃
禍
を
說
い
た
の
は
日
淸
戰
爭
後
、
も
う
三
十
年
に
な
る
が
、
カ
イ
ゼ
ル
が
日
本
の
武

力
に
警
戒
し
た
の
は
ま
だ
皮
相
の
短
見
で
、
日
本
の
武
力
よ
り
も
最
つ
と
恐
ろ
し
い
の
は
亞
細
亞
に
古

く
か
ら

は
う
は
く

磅
礴
す
る
超
國
家
思
想
で
あ
つ
た
。
此
の
思
想
の

い
ち
れ
ん

一
臠
が
バ
ク
ー
ニ
ン
に
料
理
さ
れ
マ
ル
ク
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ス
の
藥
味
を
加
へ
て
ボ
ル
シ
エ
ウ
ヰ
ズ
ム
と
な
つ
た
の
だ
。
近
來
支
那
及
び
蒙
古
の
赤
化
が
頻
り
に
恐

れ
ら
れ
て
る
が
、
赤
化
す
る
も
の
は
露
西
亞
人
で
あ
ら
う
が
赤
色
塗
料
の
原
產
地
は
亞
細
亞
で
あ
る
。

亞
細
亞
の
思
想
の
脅
威
は

た啻ゞ
に
政
治
ば
か
り
ぢ
や
無
い
。
哲
學
に
藝
術
に
歐
羅
巴
の
傳
統
を
破
壞

し
た
十
九
世
紀
以
降
の
反
逆
精
神
は
直
接
に
間
接
に
亞
細
亞
か
ら

も
た齎

ら
さ
れ
て
ゐ
る
。
行
詰
つ
た
文

明
の
沈
滯
は
本
質
的
に
全
く
異
な
つ
た
文
明
の
細
胞
を
移
植
し
て
新
ら
し
い
生
命
を
與
ふ
る
外
は
無

い
の
で
、

ギ
リ
シ
ア

希
臘
傳
統
の
文
明
が
老
衰
し
て
生
氣
を
喪
つ
た
以
上
は
ど
こ
か
ら
か
傳
統
外
の
文
明
の
種

子
を
齎
ら
し
て
更
生
の
文
明
を
建
直
す
の
が
當
然
で
も
あ
る
し
又
必
然
的
に
建
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く

な
る
。
此
の
更
新
の
趨
勢
は
半
世
紀
末
か
ら
現
世
紀
の
初
め
へ
掛
け
て
動
き
出
し
、
政
治
的
に
思
想
的

に
藝
術
的
に
各
々
一
齊
に
革
命
的
旋
囘
運
動
を
開
始
し
た
。
カ
イ
ゼ
ル
が
欣
天
飜
地
の
大
賭
博
を
打

つ
た
の
も

ま
た亦

此
の
動
搖
の
機
運
を
察
し
て
賽
を
投
げ
た
の
だ
が
、
惜
い
哉
俊
傑
時
務
を
識
ら
ず
、
縱
橫

計
成
ら
ざ
る
中
に
內
部
か
ら
崩
潰
し
て
世
界
の
地
圖
を
塗
換
へ
な
い
中
に
獨
逸
の
地
圖
を
塗
換
へ
ら

れ
て
了
つ
た
。
今
日
の
世
界
の
動
搖
は
現
代
文
明
に
對
す
る
根
本
的
の
不
滿
で
あ
つ
て
一
部
の
塗
換

へ
や
模
樣
換
へ
で
除
か
る
べ
き
で
は
無
い
。
土
臺
か
ら
堀
崩
し
て
希
臘
以
來
巢
喰
ふ
て
ゐ
た
白
蟻
を

絕
や
し
、
新
ら
し
い
プ
ラ
ン
を
立
て
ゝ
新
し
い
用
材
で
建
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
る
。
此

の
根
本
的
改
造
の
用
材
が
亞
細
亞
の
森
林
に
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
で
、
亞
細
亞
の
舊
文
明
の
復
興
は

今
や
世
界
の
脅
威
と
な
つ
て
ゐ
る
。
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歐人に封ぜられた漢字及漢文學

（
二
）
世
界
的
に
は
ま
だ
公
開
さ
れ
な
い
漢
文
學

歐
洲
人
の

い
は
ゆ
る

所
謂
シ
ノ
ロ
ギ
ー
が
氣
を
吐
く
の
は
主
と
し
て
古
藝
術
方
面
で
あ
る
。

な
か
ん
づ
く

就
中
噋
喤
を
主

と
し
て

し
ん新
き
や
う疆

各
地
の
學
術
的
探
險
及
び
出
土
古
文
の
考
古
學
的
硏
究
は
前
人
未
着
手
の
新
領
域
で
あ

る
か
ら
、
東
方
學
者
を
驚
嘆
せ
し
む
る
も
の
が
あ
つ
て
、
此
方
面
で
は
日
本
の
學
者
の
如
き
も

ま
た亦

殘
念

な
が乍

ら
歐
洲
人
の
後
塵
を
追
は
ざ
る
を
得
な
い
。
が
、
古
典
の
尋
究

こ
と殊

に
古
文
の
校
註
、
音
韻
の
硏
究
、

し
よ
う
て
い
き
ん
せ
き

鐘
鼎
金
石
の
考
證
等
にの

つ
と則つ

て
歐
洲
人
は

な猶
ほ
未
だ
し
き
處
が
あ
る
。

こ
れ之

と
い
ふ
の
は
漢
字
の
難
解

な
る
は
現
代
歐
洲
語
（
の
み
な
ら
ず
古
代
語
の
希
臘
や
ヘ
ブ
ラ
イ
よ
り
も
）
以
上
で
あ
つ
て
、
簡
單
な

る
音
字
に
馴
れ
た
歐
洲
人
に
取
つ
て
は
種
々
な
複
雜
の
困
難
を
伴
ふ
て
容
易
に
習
得
出
來
な
い
か
ら

で
あ
る
。

羅
馬
字
に
し
ろ
希
臘
字
に
し
ろ

は將
た
ヘ
ブ
ラ
イ
に
し
ろ
梵
字
に
し
ろ

す
べ惣

て
の
音
字
は
電
信
音
符
や

盲
人
の
點
字
と
等
し
い
音
の
符
號
で
あ
る
か
ら
、
音
語
の
傳
逹
器
で
あ
る
が
文
字
其
物
に
意
義
が
あ
る

の
で
は
無
い
。
が
、
漢
字
は
義
字
で
あ
つ
て
各
々
の
槪
念
を
包
藏
し
て
ゐ
る
か
ら
漢
字
で
作
ら
れ
た
漢

文
は
一
々
文
字
の
意
義
を
玩
味
し
な
け
れ
ば
完
全
な
る
理
解
を
得
る
事
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
他

の
外
國
文
が
單
な
る
音
字
の
連
續
で
あ
つ
て
、
言
語
に
だ
に
通
ず
れ
ば
文
義
は
自
づ
か
ら
理
解
さ
れ

る
と
相
違
し
て
、
漢
文
は
文
字
其
物
か
ら
し
て
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
重
の
骨
折
を
要
す
る
。
3



た啻ゞ
に
外
國
人
に
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
支
那
人
自
身
が
古
文
の
解
釋
に
苦
み
、
此
頃
の
若
い
支
那

人
の
中
に
は
古
文
解
釋
に

お
い於

て
は
日
本
人
以
下
の
も
の
が
珍
ら
し
く
無
い
。

い
は況

ん
や
北
京
語
や
廣
東

語
か
ら
初
め
る
歐
洲
人
の
尋
常
語
學
習
練
法
で
は
古
文
の
解
釋
は
出
來
な
い
の
で
、
シ
ノ
ロ
ギ
ー
の
權

威
と
目
さ
れ
る
學
者
の
中
に
す
ら
も
古
文
解
釋
力
の
程
度
が
疑
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
ゑ

夫
故
に
歐
洲
人
の

よ能
く
し
得
る
支
那
硏
究
に
は

お
の自

づ
か
ら
限
界
が
あ
つ
て
、
廣
大
な
る
支
那
の
古
文

獻
は
ま
だ

い
く
ば
く

幾
何
も
世
界
に
は
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
單
な
る
實
物
鑑
識
や
民
族
學
的
又
は
考

古
學
的
見
解
に

よ據
る
推
定
斷
案
に
は
往
々
首
肯
す
る
に
足
る
も
の
も
あ
る
が
、
文
獻
の
知
識
を
缺
く

爲
め
の
意
外
な
歷
史
的
錯
誤
や
、
明
白
な
事
實
や
時
代
を
無
視
す
る

け
ん
き
や
う

牽
强

ふ
く
わ
い

附
會
の
獨
斷
や
、
文
獻
的

價
値
の
無
鑑
別
に

も
と基

ひ
す
る
俗
書
僞
書
の
妄
說
謬
傳
の
引
用
や
、
文
字
の
解
釋
の
不
備
の
爲
め
に
生

ず
る
飛
ん
で
も
無
い
誤
解
を

ま
ぬ免

か
れ
な
い
。
此
點
は

た啻ゞ
に
支
那
の
み
な
ら
ず
同
じ
く
漢
字
を
使
用
す

る
日
本
の
文
獻
に
封
し
て
も
亦
同
樣
で
あ
る
。
隨
つ
て
單
な
る
學
術
的
見
解
や
實
物
調
査
の
み
で
出

來
る
出
土
の
遺
物
の
考
古
學
的
硏
究
の
や
う
な
も
の
に
な
る
と
西
人
の
著
書
中
に
は
往
々
卓
出
し
た

考
察
が
見
え
、

な
ま
な
か

生
中
文
獻
に
捕
は
れ
な
い
爲
め
却
て
意
外
の
創
見
が
聽
か
れ
る
が
、
多
少
で
も
文
獻
の

力
を
借
り
な
け
れ
ば
出
來
な
い
史
的
考
證
や
、
文
字
の
含
蓄
や
魅
力
を
味
は
な
け
れ
ば
出
來
な
い
詩
文

の
鑑
賞
の
や
う
な
も
の
に
な
る
と
歐
人
の
批
評
に
は
傾
聽
す
る
に
足
る
も
の
が
甚
だ
少
な
い
。

か
つ且

多

く
は
先
人
の
說
を
借
用
し
或
は
他
人
の
口
吻
を

ま擬
ね
る
の
で
、
白
家
獨
發
の
所
見
と
思
は
れ
る
も
の
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歐人に封ぜられた漢字及漢文學

が
頗
る
稀
れ
で
あ
る
。

有
躰
に
思
ふ
ま
ゝ
を
卒
直
に
云
へ
ば
、
私
は
支
那
文
學
の
眞
味
は
歐
洲
人
に
は
到
底
解
る
ま
い
と
思

つ
て
ゐ
る
。
凡
そ
一
國
の
文
學
は
其
の
國
語
に
精
熟
す
る
は
勿
論
と
し
て
其
の
國
民
性
や
時
代
思
想

や
史
的
背
景
を
知
ら
な
け
れ
ば
解
ら
ぬ
も
の
だ
が
、

な
か
ん
づ
く

就
中
支
那
に
到
つ
て
は
第
一
に
國
語
の
本
質
や

組
織
や
系
統
が
歐
羅
巴
と
は
根
本
的
に
全
く
異
つ
て
ゐ
て
、
歐
洲
人
に
は
容
易
に
咀
嚼
出
來
な
い
で
、

一
知
半
解
に
鵜
呑
に
し
た
の
で
は
了
解
さ
れ
な
い
歐
人
未
嘗
の
香
味
が
あ
る
。

例
へ
ば
支
那
の
詩
で
あ
る
。
私
の
一
家
言
が
許
さ
れ
る
な
ら
私
は
詩
で
は
支
那
が
一
番
だ
と
思
つ

て
ゐ
る
。
が
、
ア
レ
を
李
白
に
し
ろ
杜
子
美
に
し
ろ
、
あ
の
意
味
だ
け
を
英
譯
な
り
佛
譯
な
り
し
た
ら

味
も
卒
氣
も
失
く
な
つ
て
了
ふ
。
ド
コ
の
國
の
で
も
文
學
は
其
の
國
語
で
讀
ま
な
け
れ
ば
完
全
に
は

味
は
れ
な
い
が
、
殊
に
支
那
の
は
文
字
に
含
蓄
が
あ
つ
て
夫
自
身
が
各
々
詩
の
片
臠
を
作
つ
て
る
の
だ

か
ら
文
字
を
離
れ
て
は
詩
の
生
命
は
失
は
れ
て
了
ふ
。

た啻ゞ
に
詩
ば
か
り
で
無
く
、
詩
文
と
列
べ
て
云

ふ
文
章
も
亦
立
派
な
散
文
詩
で
あ
つ
て
文
字
の
力
に
負
ふ
て
ゐ
る
。
支
那
人
の
文
字
の
洗
煉
に
精
進

勤
苦
す
る
は
世
界
の
ド
コ
に
も
求
め
ら
れ
な
い
藝
術
的
苦
行
で
あ
つ
て
、
一
字
の
推
敲
の
爲
め
に
瘦
せ

る
と
い
ふ
は
決
し
て
形
容
で
無
い
眞
實
で
あ
る
。
此
の
苦
吟
は
文
字
を
單
な
る
音
符
と
し
て
の
み
考

ふ
る
歐
洲
人
に
は
到
底
想
像
さ
れ
な
い
漢
字
の
玄
妙
の
三
昧
境
で
あ
る
。
從
つ
て
歐
洲
人
に
は
漢
詩

漢
文
の
意
味
は
理
解
さ
れ
て
も
、
漢
字
の
微
妙
な
音
律
の
美
や
含
蓄
す
る

ふ不
じ
ん盡

の
韻
趣
や
餘
情
は
、
到
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底
鑑
賞
す
る
事
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

畢
竟
す
る
に
漢
字
の
魅
力
を
解
さ
な
い
で
は
漢
文
學
の
臭
妙
を
究
め
る
事
は
出
來
な
い
の
で
、
漢
詩

漢
文
の
髓
腦
は
歐
人
の
鑑
賞
力
の
圈
外
で
あ
る
。
歐
人
が
他
日
若
し
深
く
漢
文
學
に
參
尋
し
て
三
代

の
銅
器
、
六
朝
の
石
佛
、
宋
元
の
繪
畫
に
等
し
い
歐
人
未
知
の
不
思
議
な
文
學
の
別
天
地
が
あ
る
の
を

知
つ
た
な
ら
、
上
代
支
那
の
文
學
の
偉
大
に
驚
嘆
す
る
事
銅
器
や
石
佛
の
比
で
は
無
い
で
あ
ら
う
。
要

す
る
に
支
那
の
文
學
は
ま
だ
歐
人
に
は
漢
字
の
咒
符
で
封
ぜ
ら
れ
た
石
窟
の
祕
寶
で
あ
る
。
此
の
咒

符
を
解
く
力
の
あ
る
の
は
日
本
人
で
あ
る
が
、
由
來
歐
人
の
尻
馬
に
乘
る
を
常
習
と
し
て
歐
人
が
無
視

し
或
は
默
し
て
云
は
ざ
る
間
は
尻
込
し
てあ

た
か恰も

知
ら
ざ
る
如
く
で
あ
る
。
が
、
噋
喤
に
於
け
る
ペ
リ
オ

の
如
く
、
龍
門
に
於
け
る
シ
ヤ
ヴ
ワ
ン
ヌ
の
如
く
、
此
の
漢
文
學
の
祕
鑰
を
解
い
て
世
界
に
此
の
祕
寶

を
紹
介
す
る
も
の
が
あ
つ
た
ら
、
世
界
の
最
大
詩
人
と
歌
は
れ
る
歐
洲
古
今
の
詩
聖
の
中
に
は
電
燈
に

遭
ひ
た
る
油
燈
の
如
くに

は
か頓に

光
輝
を
稀
う
す
る
も
の
が
あ
ら
う
。
だ
が
、
歌
麿
や
廣
重
は
奇
麗
だ
か
ら

女
兒
供
に
も
喜
ば
れ
る
し
、
銅
器
や
石
佛
は
薄
汚
な
く
と
も
古
鏽
が
あ
つ
て
好
事
家
に
愛
翫
さ
れ
や
う

が
、
文
學
に
共
鳴
す
る
に
は
少
く
と
も
相
應
の
藝
術
的
敎
養
を
要
す
る
か
ら
、
上
代
支
那
の
文
學
の
價

値
が
一
般
に
承
認
さ
れ
る
ま
で
に
は
ま
だ
相
當
の
歲
月
を
經
る
だ
ら
う
。

が
、
漢
文
學
の
メ
リ
ツ
ト
が
承
認
さ
れ
たあ

か
つ曉き

は
恐
ら
く
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
遺
蹟
の
發
堀
が
世
界

を
震
骸
し
た
よ
り
も
よ
り
以
上
の
大
波
紋
を
世
界
の
文
學
に
與
へ
る
だ
ら
う
。

6



歐人に封ぜられた漢字及漢文學

（
三
）
漢
字
禮
讚

矢
野
龍
溪
の
漢
字
節
減
說
が
提
起
さ
れ
て
か
ら

や
が軈

て
四
十
年
に
な
る
。
龍
溪
の
千
字
說
だ
か
二
千

字
說
だ
か
は
好
奇
的
に
一
部
に
迎
へ
ら
れ
た
だ
け
で
全
般
に
は
餘
り
影
響
し
な
か
つ
た
が
、
此
の
龍

溪
案
と
同
一
精
神
の
漢
字
節
減
が
此
頃

や
う
や漸

く
各
新
聞
者
間
に
協
定
さ
れ
て
多
少
の
不
便
を
忍
び
多
少

の
反
對
に
遭
ひ

な
が乍

ら
も
實
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
が
、
古
來
漢
字
が
絕
え
ず
淘
汰
さ
れ
又
變
改
さ
れ
て
る

の
は
古
今
の
字
典
を
比
照
す
れ
ば
直
ぐ
合
點
さ
れ
る
。
漢
字
に
限
ら
ず
凡
そ
言
語
文
字
は
之
を
使
用

す
る
民
族
が
亡
び
な
い
限
り
は
活
き
て
ゐ
る
の
で
死
物
で
は
無
い
。
成
長
も
す
れ
ば
廢
棄
さ
れ
も
す

る
の
は
生
物
の
新
陳
代
謝
作
用
と
同
樣
で
あ
る
。
歐
洲
語
で
も
東
洋
語
で
も
此
點
は
皆
同
一
で
あ
る
。

た但
だ
漢
字
は
言
語
で
無
く
て
各
々
獨
立
の
意
義
を
有
す
る
文
字
で
あ
る
か
ら
、
歐
洲
語
が
死
語
廢
語
と

な
ら
ね
ば
日
常
談
話
文
章
か
ら
は
勿
論
、
普
通
の
字
典
か
ら
も
校
刊
の
都
度
〳
〵
除
か
れ
る
如
く
に
輕

易
に
存
廢
を
決
せ
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
が
、
字
典
に
在
る
も
の
が
實
際
にこ

と
ご
と

盡
く
使
用
さ
れ
て
る

の
で
無
い
の
は
歐
洲
語
で
も
同
樣
で
、
マ
ー
レ
イ
の
如
き
學
術
大
字
典
を
措
い
て
尋
常
字
典
に
徵
し
て

も
明
白
で
あ
る
。
漢
字
が
獨
り
死
字
廢
字
に
富
む
の
で
は
無
い
。
事
新
ら
し
く
漢
字
節
減
を
主
張
し

な
い
で
も
漢
字
は
二
千
年
來
絕
え
ず
變
改
淘
汰
さ
れ
て
ゐ
る
。
但
だ
時
代
の
文
化
に
引
摺
ら
れ
た
自

然
淘
汰
に
は
少
し
も
無
理
が
無
い
が
、
少
敷
個
人
が
小
さ
な
範
圍
の
都
合
か
ら
割
出
し
た
輕
易
な
改
廢
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は
矢
張
其
の
範
圍
內
だ
け
で
行
は
れ
る
だ
け
で
、
全
般
に
及
ぼ
す
力
も
無
く
、
又
永
續
性
も
無
い
。

畢
竟
す
る
に
漢
字
節
減
は
漢
字
全
廢
の
前
提
な
る
試
驗
案
で
、
根
本
の
國
字
改
良
案
な
る
羅
馬
字
說

と
同
じ
非
漢
字
運
動
で
あ
る
。
同
じ
く
非
漢
字
運
動
で
も
假
名
說
は
一
部
國
語
學
者
以
外
は
餘
り
人
氣

は
無
い
が
、
羅
馬
字
說
は
西
歐
文
化
を
背
景
に
し
て
有
識
階
級
者
に
相
應
の
勢
力
を
持
つ
て
を
る
。
今

日
漢
字
を
禮
讃
す
る
が
如
き
は

も
つ以

て
の

ほ
か外

で
、
頭
の
化
石
し
た
前
世
紀
の
遺
物
の
如
く
輕
侮
さ
れ
る
。

だ
が
漢
字
は
、
羅
馬
字
可
否
說
は

し
ば姑

ら
く
別
問
題
と
し
て
、
果
し
て
文
化
の
圈
外
に
排
棄
さ
れ
べ
き
も

の
だ
ら
う
乎
。

非
漢
字
說
の
根
底
に
橫
は
る
の
は
歐
人
の
音
字
全
能
の
信
仰
で
あ
る
。
殊
に
羅
馬
字
は
今
日
世
界

の
先
進
文
明
國
の
言
語
同
一
し
て
ゐ
る
の
で
、
羅
馬
字
な
ら
ざ
る
も
の
は
文
字
に
非
ざ
る
如
く
に
妄
斷

し
て
、
義
字
、
𧰼
形
字
の
如
き
は
一
括
し
て
未
開
の
產
物
と
見
倣
さ
れ
て
を
る
。
が
、
歐
人
の
知
る
𧰼

形
字
と
い
ふ
は
未
成
長
の
ま
ゝ
亡
び
た

エ
ジ
プ
ト

埃
及
や
ヒ
ツ
タ
イ
ト
等
の
原
始
繪
文
字
だ
け
で
漢
字
の
如
く

完
成
し
た
𧰼
形
字
が
あ
る
の
を
知
ら
な
い
か
ら
、
𧰼
形
字
と
云
へ
ば
直
ち
に
文
字
の
發
生
の
搖
籃
期
の

產
物
と
見
做
し
て
漢
字
を
も
亦
其
中
に
一
括
す
る
が

か
れ
ら

渠
等
の
文
字
論
で
あ
る
。い

づ
く焉ん

ぞ
知
ら
ん
、
漢
字

は
龜
板
獸
骨
の
殷
虛
文
字
か
ら
發
足
し
て

ち
う
ぶ
ん

籀
文
と
な
り

て
ん
れ
い

篆
隸
と
な
り

し
よ
う鐘
て
い鼎

と
な
り

ひ碑
け
つ碣

と
な
り
、
歷

代
二
千
年
間
の
淘
汰
を
經
て
完
成
し
て
今
日
の
形
と
な
つ
た
の
で
、
早
く
か
ら
成
長
の
停
止
し
た
埃
及

其
他
の
原
始
文
字
と
同
一
に
扱
は
れ
る
べ
き
も
の
で
は
無
い
の
で
あ
る
。
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歐人に封ぜられた漢字及漢文學

歐
人
の
漢
字
を
論
じ
た
も
の
は
有
る
。
支
那
に
關
す
る
歐
人
の
著
述
に
は
漢
字
に
及
ん
で
る
も
の
が

し
ば
〳
〵

屢
々
あ
る
。
が
、
埃
及
其
他
の
𧰼
形
字
と
は
系
統
を
異
に
し
た
特
殊
の
發
逹
を
し
た
の
を
多
少
認
め
て

ゐ
る
が
、
漢
字
の
硏
究
はわ

づ
か僅に

門
を
覗
く
だ
け
で
も
容
易
で
無
い
の
で
、
大
抵
は
驚
異
の
眼
を

み
は睜

つ
て

其
の
表
面
を
模
索
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
上
代
𧰼
形
字
及
び
東
洋
字
及
び
歐
洲
古
代
竝
に
中
古
字
の
簡

單
な
る
沿
革
略
史
と
し
て
此
頃
の
名
著
に
數
へ
ら
れ
る
メ
エ
リ
ン
の
臨
書
史
の
如
き
も
亦
漢
字
を
論

じ
て
歐
人
の
未
だ
餘
り
云
は
ざ
る
說
文
に
ま
で
及
ん
で
る
が
、
歐
人
の
漢
字
硏
究
は
マ
ダ
僅
に
其
緖
に

つ
い就

た
ば
か
り
で
あ
る
。
近
來

い
は
ゆ
る

所
謂
シ
ノ
ロ
ギ
ス
ト
側
に
漢
字
の
硏
究
に
指
を
染
む
る
も
の
も
あ
る
が
、

多
く
は
考
古
學
的
見
地
か
ら
し
て
埃
及
文
字
や
ア
ツ
シ
リ
ヤ
文
字
を
デ
サ
イ
フ
ア
ー
す
る
と
同
じ
態

度
で
漢
字
に
對
し
て
ゐ
る
の
で
、
イ
デ
イ
オ
グ
ラ
フ
と
し
て
の
漢
字
の
學
術
的
價
値
を
究
め
て
ゐ
る
の

は
無
い
。
歐
人
に
は
實
は
言
語
史
や
言
語
學
は
有
る
が
文
字
史
や
文
字
學
は
無
い
の
で
、
漢
字
はあ

た
か恰も

未
知
の
領
土
の
產
物
で
あ
る
か
ら
驚
異
を
感
ず
る
だ
け
で
手
の
下
し
や
う
も
無
い
の
で
あ
る
。
丁
度

コ
ヽ
ア
や
珈
琲
ば
か
り
し
か
知
ら
な
い
も
の
が
仙
家
の
皤
桃
を
與
へ
ら
れ
て
、
喰
へ
る
も
の
乎
喰
へ
な

い
も
の
乎
、
毒
に
な
る
乎
藥
に
な
る
乎
が
解
ら
な
い
で

ま
う
ぜ
ん

惘
然
と
し
て
眺
め
て
ゐ
る
や
う
な
も
ん
だ
。

文
字
は
元
來
實
用
の
簡
易
を
の
み
主
と
し
て
考
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
乎
。
假
に
文
章
が
或
る
修

辭
學
者
の
主
張
す
る
如
き
『
お
さ
ん
泣
か
す
な
馬
肥
や
せ
』
的
簡
單
逹
意
を
最
高
極
致
と
す
る
な
ら
電

信
文
は
最
大
文
學
と
な
る
わ
け
だ
が
、
文
字
も
亦
簡
易
を
單
一
目
的
と
す
る
な
ら
羅
馬
字
よ
り
は
電
信
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音
符
が
遙
か
に
よ
り
以
上
進
步
し
た
文
字
で
は
有
る
ま
い
乎
。
が
、
文
字
は

た
ゞ
そ
れ

唯
夫
だ
け
で
足
る
だ
ら
う

乎
。
或
る
槪
念
又
は
情
念
を
具
𧰼
す
る
言
語
を
記
す
る
に
唯
聲
音
を
現
は
す
だ
け
で
足
る
だ
ら
う
乎
。

助
動
詞
や
接
續
詞
や
前
置
詞
や
簡
單
な
る
物
名
の
や
う
な
も
の
な
ら
聲
音
だ
け
で
も
足
る
だ
ら
う
が
、

學
術
上
の
複
雜
な
頻
繁
な
嚴
密
な
槪
念
や
、
微
妙
な
美
く
し
い
纖
細
な
情
想
や
、
種
々
な
抽
𧰼
詞
を
唯

聲
音
だ
け
で
記
す
る
の
は
物
足
り
な
く
は
無
か
ら
う
乎
。
大
文
學
や
大
哲
學
を
披
瀝
す
る
に
音
字
だ

け
で
は
著
者
の
思
想
や
感
情
を
十
分
遺
憾
な
く
完
全
に
書
き
現
は
す
事
が
出
來
る
だ
ら
う
乎
。

か恁
う
云
つ
た
ら
、
現
に
ミ
ル
ト
ン
や
ゲ
エ
テ
や
カ
ン
ト
や
ベ
エ
コ
ン
や
世
界
の
大
文
學
大
哲
學
が

英
語
や
獨
逸
語
で
書
か
れ
て
ゐ
る
の
が
音
字
で
事
足
る
證
據
で
は
な
い
乎
と
、
皮
肉
を
云
つ
て
筆
者
の

無
知
と
沒
常
識
と
を
哄
笑
す
る
だ
ら
う
。
が
、
假
に
是
等
の
大
哲
文
豪
が
支
那
に
生
れ
て
漢
字
で
書
い

た
な
ら
最
つ
と
雄
大
深
奧
な
大
文
學
大
哲
學
が
世
に
殘
さ
れ
た
か
も
計
ら
れ
な
い
。
音
字
に
も
𧰼
形

字
に
も
各
々
長
短
が
あ
る
か
ら
、
漢
字
の
や
う
な
傳
統
の
語
義
と
窮
屈
な
句
法
の
定
式
と
を
伴
は
な
い

歐
洲
語
で
書
い
た
れ
ば
こ
そ

は
ん煩
さ瑣

な
嚴
密
な
大
哲
學
や

い
う
ゑ
ん

幽
遠

へ
う
べ
う

縹
緲
な
大
文
學
を
も
自
由
に
思
ふ
ま
ゝ

言
は
ん
と
欲
す
る
も
の
を
言
盡
し
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
の
も
一
理
で
あ
る
が
、
同
時
に
若
し
含
蓄
の
深

い
詩
趣
に
富
ん
だ
漢
字
で
書
い
た
な
ら
よ
り
一
層
雄
大
な
よ
り
以
上
深
酷
な

さ
う
ご
ん

莊
嚴

す
う
か
う

崇
高
の
雄
篇
大
文

章
が
殘
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
と
想
像
さ
れ
な
い
事
も
無
か
ら
う
。
李
杜
や
老
莊
の
歐
譯
が
雄
渾
な

る
こ
ん
ぱ
く

魂
魄

へ
う
い
つ

飄
逸
な
る
情
趣
、

い
う
ゑ
ん

幽
遠

げ
ん
め
う

玄
妙
な
る
思
辯
の
光
輝
を
失
つ
て
、
田
舍
親
爺
の
野
良
唄
や
芋
堀
坊
主
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歐人に封ぜられた漢字及漢文學

の
た
ゞ
の
お
談
義
と
な
つ
て
了
つ
た
の
を
見
て
も
思
ひ
半
ば
に
過
ぎ
る
。

支
那
は
一
に
文
字
國
と
い
ふ
が
、

し
せ
い

市
井
の
少
年
も
早
く
か
ら
訓
話
を
授
け
ら
れ
て
文
字
の
驅
使
に
長

じ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
門
垣
や
軒
に
揭
げ
る

え
い
れ
ん

楹
聯
の
如
き
、
多
く
は
慣
用
の
語
句
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る

が
、
往
々
諷
誦
に
値
ひ
す
る
も
の
が
あ
る
。
商
家
の
看
板
に
等
し
い
楹
聯
の
中
に
も
奇
拔
秀
拔
の
金
句

を
つ
ら列

ね
た
も
の
或
は
金
玉
鏗
鑄
の
響
き
の
あ
る
も
の
が
あ
る
。
之
と
い
ふ
の
は
全
く
漢
字
の
魅
力
に

負
ふ
の
で
、
漢
字
は
個
々
其
物
が
各
々
詩
で
あ
り
槪
念
で
あ
る
。
夫
故
に
詩
文
と
區
別
す
る
散
文
も

亦
、
四
六
駢
驪
の
や
う
な
特
殊
の
體
を
措
い
て
も
皆
一
つ
の
詩
で
あ
る
。
支
那
人
の
著
述
で
は
無
い

が
、
漢
文
で
書
か
れ
た
山
陽
の
外
史
が
曾
つ
て
歷
史
よ
り
は
敍
事
詩
で
あ
る
と
或
る
人
に
評
さ
れ
た

事
が
あ
つ
た
が
、
同
じ
筆
法
か
ら
す
れ
ば
司
馬
遷
の
史
記
は
遙
か
に
よ
り
以
上
の
敍
事
詩
で
あ
つ
て
、

ホ
ー
マ
ー
、
ヴ
ワ
ー
ジ
ル
と
光
輝
を
爭
ふ
に
足
る
も
の
だ
ら
う
。
又
例
へ
ば
離
騷
や
莊
子
の
如
き
は
瞑

想
詩
又
は
寓
意
詩
と
し
て
古
今
東
西
に
比
ぶ
も
の
が
無
い
大
文
學
で
あ
ら
う
。
單
な
る
思
想
か
ら
云

へ
ば
印
度
の
マ
ハ
ヴ
ワ
ン
サ
ジ
ヤ
タ
カ
の
如
き
之
に
勝
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
漢
字
は
尋
常
音
字
の

く
は企

だ
て
及
ば
ざ
る
魅
力
を
持
つ
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
漢
譯
佛
典
で
あ
る
。
原
典
は
單
な
る
聖
諭
或
は
敎
說
で
あ
つ
て
も
著
る
し
く
色
彩
を
加
へ

暈
影
を
生
じ
音
律
を
響
か
し
て
を
る
。
世
に
は
漢
譯
經
を
原
典
と
照
ら
し
て
其
の
價
値
を
問
ふ
も
の

が
あ
る
が
、
翻
譯
と
し
て
忠
實
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
漢
譯
經
は
漢
譯
經
と
し
て
の
獨
立
の
文

11



獻
的
光
輝
を
持
つ
て
を
る
。
原
典
を
知
ら
ず
し
て

み
だ濫

り
に
憶
斷
す
る
は
大
膽
で
あ
る
が
、
文
學
と
し

て
恐
ら
く
は
原
典
に
勝
る
の
光
輝
が
あ
ら
う
。
歐
譯
佛
典
を
讀
ん
だ
も
の
は
誰
で
も
感
ず
る
だ
ら
う
。

漢
譯
で
は
險
澁
難
解
或
は
混
沌
摸
糊
と
し
て
容
易
に
核
心
を
捉
へ
る
事
の
出
來
な
い
も
の
が
歐
文
で

讀
む
と
極
め
て
平
易
明
晰
に
了
解
さ
れ
る
。
其
の
代
り
に
は
聖
典
の
尊
嚴
味
が
失
は
れ
て
信
仰
を
起

さ
せ
る
威
力
が
鈍
く
な
る
。
簡
易
一
天
張
か
ら
云
へ
ば
誰
に
も
解
り
易
い
に
越
し
た
事
は
無
い
が
、
敬

虔
な
る
信
仰
を
敎
ゆ
る
經
典
と
し
て
は
尊
嚴
も
亦
重
大
な
る
要
素
で
あ
る
。
事
實
、
大
聖
佛
陀
が
諸
王

梵
天
阿
羅
漢
大
泉
比
丘
に
向
つ
て
獅
子
吼
し
た
說
法
が
歐
譯
諸
經
に
傳
へ
ら
れ
る
如
き
平
明
輕
易
の

辻
講
釋
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
と
は
想
像
さ
れ
な
い
。
等
し
く
同
一
原
典
か
ら
譯
出
し
た
も

の
が
、
一
は
莊
重
崇
嚴
一
は
平
明
輕
易
と
い
ふ
は
畢
竟
す
る
に
は
𧰼
形
字
と
音
字
と
の
讀
者
に
與
ふ
る

感
銘
の
深
淺
に
由
る
の
で
、
漢
字
が
感
銘
を
深
く
す
る

ゆ
ゑ
ん

所
以
は
決
し
て
單
な
る
暈
影
で
は
無
く
し
て
、

漢
字
の
含
蓄
と
𧰼
形
の
威
壓
が
音
字
の
表
現
不
足
を
補
ふ
も
の
が
あ
る
か
ら
で
は
無
い
乎
。

歐
人
が
漢
字
を
硏
究
し
て
若
し
爰
に
想
到
し
た
な
ら
、
完
成
し
た
𧰼
形
字
の
表
現
的
效
率
は
遙
か
に

音
字
を

ぬ
き挺

ん
ず
る
も
の
が
あ
る
を
認
め
て
深
く
慮
か
る
處
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
に
數
年
前
の
或

る
新
聞
に
、（
此
の
新
聞
切
拔
を
逸
し
た
の
で
姓
氏
を
忘
れ
て
問
題
と
す
る
事
が
出
來
ぬ
が
、）
獨
逸
の

某
大
學
敎
授
は
文
字
と
し
て
の
漢
字
の
優
越
を
認
め
て
、
少
く
も
音
義
の
明
確
嚴
密
を
要
伴
と
す
る
學

術
用
語
は
漢
字
を
用
ゆ
る
が
適
當
で
あ
る
と
い
ふ
說
を
立
て
た
と
聞
く
は
誠
に

く
う
こ
く

空
谷
の
跫
音
で
あ
る
。
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世
界
が
漢
字
に
目
覺
め
る
は
決
し
て
遠
く
は
有
る
ま
い
と
思
ふ
。

之
に
就
き
憶
出
さ
れ
る
は
今
か
ら
三
十
年
前
、
或
人
と
偶
然
支
那
畫
の
藝
術
的
價
値
を
論
じ
た
時
、

南
畫
の
優
秀
を
說
い
た
私
の
批
評
は
散
三
に

こ
き
お
ろ

扱
下
さ
れ
た
。
其
時
私
は
（
實
は
半
分
は
負
惜
み
に
）、

成
程
希
臘
以
來
の
傳
統
藝
術
を
基
礎
と
す
る
今
日
の
美
學
か
ら
は
支
那
畫
は
一
顧
を
値
ひ
し
な
い
だ
ら

う
が
、
若
し
歐
洲
人
が
支
那
の
繪
畫
說
を
聽
き
宋
元
の
畫
に
深
く
參
入
し
た
な
ら
今
日
の
歐
羅
巴
の
美

學
は
一
變
す
る
だ
ら
う
と
云
つ
て

ま
す
〳
〵

益
々
笑
は
れ
た
。
が
、
其
時
か
ら
三
十
年
、
希
臘
以
來
の
傳
統
の
因

襲
を
破
つ
た
新
藝
術
が
勃
興
し
て
佛
獨
藝
壇
を
席
卷
し
た
の
は
主
と
し
て
東
洋
畫
の
影
響
で
あ
つ
た
。

藝
術
批
評
も
亦
因
襲
を
脫
し
て
主
觀
を
高
調
し
、

し
や
か
く

謝
赫
の
立
法
と
張
彥
遠
の
畫
論
が
引
張
出
さ
れ
る

や
う
に
な
つ
た
。

文
字
に
對
す
る
歐
人
の
考
察
も
亦
、
完
成
さ
れ
た
𧰼
形
字
の
學
術
的
價
値
を
漢
字
に
由
て
承
認
し
た

な
ら
、
音
字
全
能
の
舊
夢
か
ら
醒
め
て
聲
音
本
位
の
文
字
を
一
變
す
る
繪
畫
に
於
け
る
と
同
じ
な
ら

ん
。
歐
人
の
口
か
ら
漢
字
禮
讃
の
聲
を
聽
く
の
も
餘
り
遠
く
は
無
い
の
で
、
其
時
我
が
非
漢
字
論
者
も

亦
啓
發
さ
れ
て
俄
に
歐
人
の
尻
馬
に
乘
つ
て
漢
字
復
興
の
聲
を

あ揚
げ
る
も
の
も
あ
ら
う
。
少
く
も
今

日
の
非
漢
字
說
は
多
少
改
造
さ
れ
て
、
漢
字
排
斥
の
火
の
手
も
亦
弱
め
ら
れ
る
だ
ら
う
。（
但
し
漢
字

禮
讃
は
非
羅
馬
字
說
で
は
無
い
。
羅
馬
字
に
就
て
は
別
に
意
見
が
あ
る
が
、
別
問
題
で
あ
る
か
ら
他
日

の
機
會
に
讓
る
）
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