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中
国
研
究
集
刊
為
号
（
総
四
十
三
号
）
平
成
十
九
年
六
月
―
―
四
ー
一
―
九
頁

上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡

「
字
書
」

戦
国
楚
簡
研
究
会
は
、
二

0
0
六
年
九
月
二
日
か
ら
七
日
ま
で

の
日
程
で
、
湖
南
省
長
沙
市
お
よ
び
上
海
に
お
い
て
学
術
調
査
を

実
施
し
た
。
長
沙
で
の
学
術
調
査
を
中
心
と
す
る
前
稿
「
中
国
湖

南
省
長
沙
学
術
調
査
報
告
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
〈
第
四
十

一
号
〉
）
に
続
き
、
本
稿
で
は
上
海
博
物
館
に
お
い
て
裸
茅
左
先
生

か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
「
字
書
」

に
関
す
る
情
報
を
報
告
す
る
。
な
お
、
参
加
者
・
日
程
の
概
要
な

ど
に
つ
い
て
は
、
前
稿
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

我
々
が
上
海
博
物
館
を
訪
問
し
た
の
は
九
月
六
日
の
午
前
中
で

あ
り
、
液
先
生
と
の
会
見
は
十
時
か
ら
約
二
時
間
に
わ
た
っ
て
行

わ
れ
た
。
上
海
博
物
館
訪
問
の
目
的
は
、
上
博
楚
簡
の
実
見
と
現

在
第
五
冊
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』

の
今
後
の
刊
行
予
定
に
関
す
る
情
報
収
集
と
の
二
つ
で
あ
っ
た
。

戦

国

楚

簡

研

究

楚
簡
の
実
見
は
文
物
保
護
の
方
針
に
よ
り
残
念
な
が
ら
実
現
し
な

か
っ
た
が
、
刊
行
予
定
に
つ
い
て
は
最
新
の
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
（
前
稿
参
照
）
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
我
々
を
驚
倒
さ
せ
た

の
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
と
と
も
に
刊
行
が
予
定
さ

れ
て
い
る
戦
国
楚
簡
「
字
書
」
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
た
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
「
字
書
」
に
つ
い
て
は
、
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚

竹
書
研
究
』
（
上
海
書
店
出
版
社
、
二

0
0
二
年
）
の
巻
頭
に
収
録

さ
れ
た
「
馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
」
が
、
お
そ
ら
く
最
も
早
期
の

情
報
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
」

は
、
二

0
0
二
年
一
月
二
十
一
日
の
午
後
に
行
わ
れ
た
馬
承
源
先

生
（
上
海
博
物
館
元
館
長
）
に
対
す
る
朱
淵
清
氏
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

の
記
録
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
言
及
が
み
え
る
。

朱
ニ
聴
説
上
海
博
物
館
此
後
又
購
得
了
戦
國
竹
簡
、
其
中
還

有
一
種
是
字
書
。

に
関
す
る
情
報

会
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馬
；
是
的
、
那
次
是
香
港
商
人
主
動
送
上
門
束
的
。
字
書
是

戦
國
楚
文
字
字
書
、
有
相
営
分
量
、
十
分
重
要
。
目
前
這

批
簡
也
已
経
完
成
了
技
術
保
護
慮
理
、
我
佃
已
作
了
初
歩

分
類
整
理
工
作
、
内
有
敷
部
書
籍
。
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
國

楚
竹
書
》
将
牧
入
前
雨
次
入
蔵
的
楚
簡
共
一
千
二
百
餘
支
、

三
萬
五
千
餘
字
、
不
包
括
這
一
批
°

そ
の
後
の
情
報
と
し
て
は
、
朱
淵
清
著
•
高
木
智
見
訳
『
中
国

出
土
文
献
の
世
界
』
（
創
文
社
、
二

0
0
六
年
）
の
巻
末
に
付
さ
れ

た
高
木
氏
に
よ
る
「
出
土
簡
吊
書
籍
索
引
」
第
五
頁
「
上
海
博
楚

簡
」
の
項
に
、

上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
第
6
S
9
冊

(
3
度
に
わ
た
っ
て
収
蔵
さ
れ
た
楚
簡
の
う
ち

2
度
目
ま

で
の
も
の
を
全

9
冊
と
し
て
整
理
刊
行
、
こ
の
う
ち
第
9

冊
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
断
簡
を
収
録
予
定
）

上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
・
字
書

(
3
度
目
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
の
一
部
、
爾
雅
や
説
文
解

字
と
は
全
く
異
な
っ
た
形
式
の
字
書
で
、
極
め
て
豊
か
な

内
容
を
備
え
る
。
第
9
冊
刊
行
後
、
出
版
予
定
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
情
報
は

撲
茅
左
先
生
か
ら
得
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
「
字
書
」
の
存
在
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
体
例
や
内
容
に
関
す
る
情
報
は
、
未

だ
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
、
礫
先
生
か
ら
お
聞
き
し

た
「
字
書
」
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

0
「
字
書
」
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
』
所
収
の
い
わ
ゆ

る
上
博
楚
簡
と
は
別
の
ル
ー
ト
で
入
手
し
た
。

0
「
字
書
」
の
書
写
年
代
は
、
他
の
上
博
楚
簡
と
同
時
期
（
戦
国
中

期
）
と
考
え
ら
れ
る
。
篇
題
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
簡
数
は
数

百
枚
と
い
う
分
量
で
、
全
体
が
完
全
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

〇
楚
文
字
で
書
写
さ
れ
、
既
存
の
字
書
と
は
異
な
る
独
特
の
形
式

を
も
つ
。
『
説
文
解
字
』
に
影
響
を
与
え
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、

許
慎
が
見
た
資
料
に
「
字
書
」
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

0
部
首
を
も
ち
、
字
数
や
正
字
・
仮
借
・
転
注
な
ど
の
通
用
に
か

か
わ
る
解
説
が
付
さ
れ
て
お
り
、
「
字
書
」
に
よ
っ
て
、
楚
文
字

に
お
け
る
正
字
と
仮
借
字
と
の
関
係
が
明
ら
か
と
な
る
。
例
え

ば
『
汗
簡
』
で
は
、
「
字
書
」
に
お
け
る
仮
借
字
の
側
の
多
く
を

正
字
と
し
て
い
る
。
正
字
と
仮
借
字
と
を
分
別
す
る
基
準
は
、

「
字
書
」
の
分
析
か
ら
知
ら
れ
る
。

0
文
字
を
学
ぶ
上
で
の
規
範
を
示
す
性
格
を
も
ち
、
文
字
と
政
治

と
の
密
接
な
関
係
を
物
語
る
。
例
え
ば
、
煮
平
石
経
が
今
文
の

規
範
を
示
す
よ
う
に
、
「
字
書
」
は
楚
文
字
の
規
範
を
示
し
て
い
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る

。

以

下

は

推

測

だ

が

、

内

容

か

ら

み

て

は

楚

の

王

権
が
国
家
統
一
に
お
け
る
文
教
政
策
の
一
環
と
し
て
作
成
し
た

も
の
で
あ
り
、
の
統
一
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ

れ

ら

に

よ

っ

て

、

す

で

に

の

は

十

分

に

察

知
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
取
り
あ
え
ず
、
礫
先
生
の

説
明
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
学
術
上
の
意
義
を
、
以
下
の
三
点
に
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第
一
点
は
、
中
国
古
代
史
研
究
上
の
意
義
で
あ
る
。
「
字
書
」

は
楚
文
字
の
規
範
を
示
す
性
格
を
も
ち
、
礫
先
生
に
よ
れ
ば
、
楚

の
王
権
が
統
一
政
策
の
た
め
に
作
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。

中
国
古
代
に
お
け
る
文
字
政
策
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ

ら
秦
の
始
皇
帝
の
文
字
統
一
が
有
名
で
あ
り
、
あ
た
か
も
始
皇
帝

の
専
売
特
許
の
ご
と
き
印
象
が
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
に
お
い
て
、

近
年
の
出
土
文
字
資
料
の
発
見
に
よ
り
、
そ
う
し
た
見
方
は
少
し

ず
つ
修
正
さ
れ
て
き
て
い
た
。
例
え
ば
、
秦
の
武
王
二
年
（
前
三

0
九
）
か
ら
同
四
年
（
前
三

0
七
）
の
間
に
書
写
さ
れ
た
四
川
省

青
川
県
都
家
坪
秦
墓
出
土
の
青
川
木
贖
と
そ
の
お
よ
そ
百
年
後
に

書
写
さ
れ
た
始
皇
帝
期
の
睡
虎
地
秦
簡
と
の
文
字
が
、
様
式
・
形

体
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
時
代
差
を
認
め
難
い
ほ
ど
に

接
近
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
秦
の
文
字
政
策
は
始
皇
帝
以
前
、
遅

く
と
も
戦
国
中
期
に
は
秦
の
領
域
内
に
お
い
て
一
定
の
進
展
を
み

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
拙
稿
「
戦
国
簡
韻
文
字
に
お

け
る
二
様
式
」
〈
『
古
代
思
想
史
と
郭
店
楚
簡
』
汲
古
書
院
、
二

O

0
五
年
〉
）
。
さ
ら
に
、
秦
簡
に
対
し
て
戦
国
中
期
・
後
期
の
楚
簡

の
字
体
に
も
独
自
の
均
一
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
江
村
治

樹
氏
の
よ
う
に
楚
に
お
い
て
国
家
に
よ
る
何
ら
か
の
文
字
統
制
が

行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
研
究
者
も
あ
っ
た
（
『
春
秋
戦

国
秦
漢
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
』
第
二
章
戦
国
・
秦
漢
簡
贖

文
字
の
変
遷
五
六
八
頁
）
。

「
字
書
」
は
、
こ
の
よ
う
に
推
測
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

楚
の
文
字
政
策
の
存
在
を
実
証
す
る
資
料
と
目
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

ほ
と
ん
ど
空
白
と
さ
れ
て
き
た
戦
国
期
に
お
け
る
楚
の
王
権
の
実

態
解
明
に
も
、
重
要
な
手
懸
か
り
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。第

二
点
は
、
古
文
字
研
究
上
の
意
義
で
あ
る
。
一
九
五
一
年
の

五
里
牌
楚
簡
を
嘴
矢
と
し
て
、
信
陽
楚
簡
•
望
山
楚
簡
•
包
山
楚

簡
•
郭
店
楚
簡
•
上
博
楚
簡
な
ど
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
楚
簡
が

出
土
し
、
中
国
古
代
史
・
思
想
史
な
ど
の
諸
分
野
で
画
期
的
な
進

展
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
た
だ
し
楚
簡
に
は
、
秦
簡
や
漢
簡
に
比

べ
て
数
多
く
の
難
読
文
字
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
楚
文
字

釈
読
の
困
難
さ
は
、
逆
に
我
々
の
使
用
す
る
漢
字
が
、
始
皇
帝
に

よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
秦
の
文
字
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
強
く
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
楚
簡
に
含
ま
れ
る
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難
読
文
字
の
う
ち
、
字
義
や
音
が
未
詳
で
あ
り
、
と
き
に
隷
定
す

ら
困
難
な
未
釈
字
と
と
も
に
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
い
る
の
が
通
仮

字
の
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
通
仮
字
は
伝
存
文
献
に
も
認
め
ら

れ
、
睡
虎
地
秦
簡
や
銀
雀
山
漢
簡
・
馬
王
堆
漢
墓
吊
書
な
ど
他
の

出
土
文
字
資
料
に
も
多
見
さ
れ
る
。
し
か
し
秦
・
漢
の
出
土
文
字

資
料
に
見
い
だ
さ
れ
る
通
仮
字
の
大
部
分
は
、
秦
の
小
策
を
正
字

と
す
る
『
説
文
解
字
』
の
規
範
か
ら
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
外
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
楚
文
字
の
場
合
は
、
そ
も
そ
も
正

字
の
規
範
が
明
確
で
な
い
た
め
に
正
字
と
仮
借
字
と
の
区
別
が
つ

か
ず
、
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
提
起
さ
れ
る
釈
読
案
に
対

し
て
、
そ
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
の
で
あ

る。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
は
楚
文
字
の
規
範
と
し
て

正
字
の
み
な
ら
ず
仮
借
字
と
の
通
用
関
係
を
明
示
し
、
し
か
も
数

百
枚
と
い
う
簡
数
か
ら
、
収
録
字
数
も
か
な
り
の
数
に
上
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
「
字
書
」
の
公
表
が
、
文
字
学
・
訓
詰
学
・
音
韻

学
な
ど
の
各
方
面
に
わ
た
っ
て
飛
躍
的
な
研
究
の
進
展
を
も
た
ら

し
、
現
在
、
大
量
の
未
釈
字
や
待
考
字
を
か
か
え
て
手
詰
ま
り
状

態
に
あ
る
楚
文
字
釈
読
の
突
破
口
と
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
「
こ
の
字
書
に
よ
っ
て
楚
文
字
の
明
確
な
概
念
が
決
定
さ
れ
、

楚
文
字
研
究
の
扉
が
開
か
れ
る
」
と
我
々
に
語
っ
た
礫
先
生
の
言

葉
は
、
決
し
て
誇
張
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
ま
い
。

第
三
点
は
、
中
国
字
書
史
研
究
上
の
意
義
で
あ
る
。
中
国
字
書

史
に
お
け
る
最
も
重
要
な
著
作
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
説
文
解
字
』

を
挙
げ
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
誰
し
も
異
存
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
東
漢
の
許
慎
が
作
成
し
た
『
説
文
解
字
』
は
、
部
首
法
と

い
う
新
た
な
体
系
の
も
と
に
、
お
よ
そ
九
千
字
に
お
よ
ぶ
漢
字
の

本
義
を
究
明
し
た
、
最
古
に
し
て
最
高
の
水
準
を
も
つ
字
書
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
筆
者
は
小
著

『
説
文
以
前
小
学
書
の
研
究
』
（
創
文
社
、
二

0
0
四
年
）
に
お
い

て
、
秦
の
始
皇
帝
期
に
作
成
さ
れ
た
『
蒼
頷
篇
』
か
ら
『
急
就
篇
』

な
ど
の
西
漢
小
学
書
を
へ
て
『
説
文
解
字
』
に
い
た
る
説
文
前
史

の
解
明
を
試
み
た
。
小
著
執
筆
の
時
点
で
は
、
実
態
を
確
認
し
う

る
最
古
の
小
学
書
は
『
蒼
頷
篇
』
で
あ
り
、
敦
燈
•
居
延
漢
簡
や

阜
陽
漢
簡
か
ら
検
出
さ
れ
た
『
蒼
頷
篇
』
残
簡
に
よ
る
復
原
作
業

が
、
説
文
前
史
解
明
の
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
よ
も
や
そ
れ
か
ら
数
年
後
に
戦
国
期
の
楚
簡
「
字
書
」
が

出
現
し
よ
う
な
ど
と
は
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
。

慄
先
生
の
説
明
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
字
書
」
が
文
字
学
習
の

規
範
を
示
す
性
格
を
も
っ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
性
格
は

秦
の
『
蒼
頷
篇
』
と
そ
れ
を
母
体
と
す
る
西
漢
の
『
急
就
篇
』
な

ど
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
「
字
書
」
も

同
様
に
課
本
的
性
格
を
も
っ
た
小
学
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ

う
。
た
だ
し
、
両
者
の
相
違
点
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
秦
系
小
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の
『
蒼
頷
篇
』
が
正
字
の
み
か
ら
な
る
定
型
句
•
押
韻
の
形

式
を
も
つ
の
に
対
し
、
楚
系
小
学
書
の
「
字
書
」
に
は
正
字
と
と

も
に
仮
借
字
な
ど
が
掲
出
さ
れ
、
し
か
も
通
用
に
か
か
わ
る
解
説

を
も
っ
と
い
う
点
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
顕
著

な
相
違
が
生
じ
た
か
に
つ
い
て
は
、
「
字
書
」
の
詳
細
な
検
討
を
ま

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
時
点
に
お
い
て
秦
系
小
学
書
の
側

の
問
題
と
し
て
注
意
を
要
す
る
の
は
、
『
蒼
頷
篇
』
が
周
の
史
官
が

学
童
教
育
に
用
い
た
と
さ
れ
る
『
史
瘤
篇
』
を
母
体
と
し
、
金
文

資
料
の
分
析
か
ら
も
西
周
の
文
字
と
秦
の
文
字
と
の
間
に
濃
厚
な

継
承
関
係
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え

れ
ば
、
西
周
文
字
の
伝
統
的
規
範
を
踏
襲
し
た
秦
で
は
、
す
で
に

正
字
に
対
す
る
認
識
が
定
着
し
て
お
り
、
通
仮
字
の
混
用
は
そ
れ

ほ
ど
深
刻
な
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
周
文
字
の
規
範
に
し
た
が
わ
な
か
っ

た
楚
で
は
、
通
仮
字
の
増
出
と
い
う
事
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
あ

ら
た
め
て
正
字
と
通
仮
字
と
を
弁
別
す
る
た
め
の
独
自
の
規
範
を

示
し
た
「
字
書
」
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
同
時
に
周
辺
地
域
に
対
し
て
も
、
版
図
を
拡
大
し
て
い
く

過
程
で
楚
文
字
の
規
範
を
浸
透
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
既
習
得
の

文
字
と
楚
の
規
範
と
の
関
係
を
明
瞭
に
理
解
さ
せ
る
上
で
、
「
字
書
」

は
き
わ
め
て
有
効
に
機
能
し
た
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な

推
測
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
楚
に
お
け
る
独
自
の
規
範
を
提
示

し
た
が
、
西
周
か
ら
秦
に
継
承
さ
れ
た
伝
統
的
規
範
に

な
じ
ん
だ
我
々
の
目
に
未
知
の
形
式
と
し
て
映
る
の
は
、
む
し
ろ

当
然
の
現
象
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
字
書
」
が
部
首
を
も
つ
と
い
う
点
で

あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
『
説
文
解
字
』
は
「
一
」
部
に
始
ま
り
「
亥
」

部
に
終
わ
る
五
四

0
の
部
首
か
ら
な
り
、
そ
の
排
列
は
字
形
の
連

繋
を
中
心
と
し
な
が
ら
部
分
的
に
意
味
の
関
連
を
交
え
、
全
体
と

し
て
文
字
に
よ
る
宇
宙
観
を
表
出
し
て
い
る
。
先
の
小
著
で
は
説

文
前
史
と
の
関
連
か
ら
、
『
説
文
解
字
』
の
部
首
法
を
、
『
蒼
頷
篇
』

や
『
急
就
篇
』
な
ど
に
認
め
ら
れ
た
同
一
部
首
字
の
集
中
化
現
象

を
理
論
的
な
方
式
と
し
て
体
系
化
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
た
。
「
字

書
」
の
部
首
の
詳
細
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
不
明
で
あ
る
が
、

礫
先
生
に
よ
れ
ば
「
字
書
」
は
既
存
の
字
書
と
は
異
な
る
独
特
の

形
式
を
も
ち
、
そ
れ
が
『
説
文
解
字
』
に
反
映
さ
れ
た
形
跡
は
認

め
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
字
書
」
が
部
首
分
類

を
も
っ
と
す
れ
ば
、
直
接
的
な
影
響
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

『
説
文
解
字
』
の
部
首
法
の
先
駆
的
形
態
と
し
て
き
わ
め
て
重
要

な
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
撲
先
生
が
推
測

す
る
よ
う
に
「
字
書
」
が
政
策
的
な
産
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
楚

の
領
域
に
広
く
流
布
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
た
と
え

直
接
的
な
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
部
首
分
類
と
い
う

方
式
が
何
ら
か
の
形
で
漢
代
の
古
学
派
に
伝
承
さ
れ
『
説
文
解
字
』
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の
部
首
法
の
成
立
に
間
接
的
な
影
響
を
与
え
た
可
能
性
に
つ
い
て

も
、
な
お
考
慮
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
推
測
に
し
た
が
え
ば
、
許
慎
は
秦
系
小
学
書
の
小
策
を
構
造
分

析
の
基
盤
と
し
て
正
字
に
採
用
す
る
と
と
も
に
、
楚
系
小
学
書
の

部
首
分
類
を
体
系
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
説
文
解
字
』
の
部
首

法
を
完
成
さ
せ
た
と
の
仮
説
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
字
書
」
の
公
表
に
よ
り
、
中
国
字
書
史
に
お

け
る
『
説
文
解
字
』
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
再
考
の
余
地
が
生
ず

る
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
「
字
書
」
に
関
す

る
情
報
を
報
告
し
、
併
せ
て
そ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
学
術
上
の

意
義
を
三
点
に
ま
と
め
て
み
た
。
最
後
に
貴
重
な
情
報
を
提
供
し

て
く
だ
さ
っ
た
撲
茅
左
先
生
に
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
、

一
日
も
早
い
公
表
を
期
待
し
て
掴
筆
す
る
。

（
福
田
哲
之
）

(119) 


