
樺
蔭
女
子
短
期
大
学
紀
要

文
化
研
究

第
十
三
号

(
一
九
九
九
)

秦
漠
期
の
序
と
著
作
の
あ
り
方

(受
付

一
九
九
九

･
四

･
二
)

嘉

瀬

達

男

抄
鋸

‥

/秦
漢
期
の
書
物
に
付
さ
れ
た
序
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
､
常
時
の
著
作
の
あ
り
方
の
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
｡
秦
漠
期
の
序
に
は
様
々
な
形
態
が
あ
る
が
'

小
論
は
そ
の
中
で
も
'
書
中
の
各
篇
に
封
し
て
述
べ
ら
れ
た
序
を
取
り
上
げ
た
｡
そ
れ
は
後
の
目
録

･
目
次
の
役
割
を
槍
い
､
各
篇
の
梗
概
や
執
筆
の
目
的
'
更
に
は
そ
の
篇

へ
の
自
語
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
文
章
は
四
字
句
が
多
用
さ
れ
'
様
々
な
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
序
は
や
が
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
が
'
そ
れ
は
各
篇

の
本
文
と
序
の
内
容
が
重
複
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
｡
だ
が
'
内
容
が
重
複
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
'
離
珠
を
凝
ら
し
自
讃
を
交
え
て
序
を
著
し
た
と
こ
ろ
に
'
著
者
が
そ
の

書
の
債
値
を
高
め
よ
う
と
す
る
意
園
が
見
出
せ
た
.
そ
し
て
'
こ
の
よ
う
な
行
為
を
行
な
う
程
こ
の
時
期
の
著
者
は
'
自
作
に
野
す
る
自
負
や
思
い
入
れ
が
強
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
｡
こ
の
自
負
や
思
い
入
れ
の
深
さ
の
表
れ
て
い
る
の
が
､
序
の
存
在
な
の
で
あ
る
｡

索
引
語

‥
序
'
『史
記
』
太
史
公
自
序
､
『法
言
』
序
'
『漢
書
』
叙
停
'
『漕
夫
論
』
叙
録
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は
じ
め
に

序
は

『文
心
離
龍
』
論
説
に

｢序
は
事
を
次
ぐ
｣
と
あ
-
'
『文
章
排
膿
』
で
は

｢爾
雅
に
云
ふ
'
序
は
緒
な
-
t
と
｡
-
-
其
の
次
第
を
言
ひ
て
序
有
り
､
故
に

之
を
序
と
謂
ふ
な
り
｣
と
言
わ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
後
､
序
は
著
述
に
付
随
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
､
昔
時
の
著
述
の
あ
-
方
を
探
る
上
で
'
貴
重
な
資
料
を
提
供

し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
'
十
分
に
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
こ
で
小
論

は
､
序
に
つ
い
て
些
か
考
察
を
加
え
'
昔
時
の
著
述
の
あ
り
方
を
探
る

一
助
と
し

た
い
と
思
う
｡

一
､
序
と
篇
序

ひ
と
ま
ず
秦
漠
期
に
序

(叙
)
と
冠
さ
れ
た
文
章
を
列
挙
し
て
み
た
い
の
だ
が
､

書
物
に
野
し
て
付
さ
れ
た
も
の
を
野
象
と
L
t
そ
の
書
の
執
筆
編
纂
に
直
接
措

わ
っ
た
者
の
文
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡
そ
う
す
る
と
､
以
下
の
九
篇
を
見



(-)

出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

1
㌧
呂
氏
春
秋

･
序
意

2
'
周
易

･
序
卦

4
'
法
言

･
序

5
'
漢
書

･
叙
停

7
'
漕
夫
論

･
叙
録

8
､
風
俗
通
義

･
序

3
'
史
記

･
太
史
公
自
序

6
､
説
文
解
字

･
叙

9
㌧
前
漠
紀

･
目
録
井
序

以
上
は
全
て
普
初
よ
り
序

(叙
)
字
が
冠
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
が
､
概
ね

現
在
の
序
に
相
普
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

小
論
で
特
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
､
こ
れ
ら
九
篇
の
う
ち
3

『史
記
』
太
史
公

自
序
､
4

『法
言
』
序
､
5

『漢
書
』
叙
停
'
7

『潜
夫
論
』
叙
録
に
見
ら
れ
る

序
で
あ
る
｡
こ
の
四
篇
で
特
異
な
の
は
､
以
下
の
よ
う
な
各
篇
に
封
す
る
序

(以

下
篇
序
と
略
解
す
る
)
の
部
分
で
あ
る
｡
ま
ず
､
こ
れ
ら
の
篇
序
の
文
鰹
に
注
意

す
れ
ば
､
そ
の
特
異
さ
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
｡

『史
記
』
太
史
公
自
序

維
昔
黄
帝
'
法
天
則
地
､
四
聖
遵
序
､
各
成
法
度
｡
唐
桑
遜
位
'
虞
舜
不
台
､

厭
美
帝
功
'
常
世
載
之
｡
作
五
帝
本
紀
第

1
0

維
れ
昔

黄
帝
､
天
に
法
り
地
に
則
-
､
四
聖

序
に
遵
ひ
､
各
々
法
度
を

成
す
｡
唐
桑

位
を
遜
-
'
虞
舜

台
ば
ず
'
厭
れ
帝
功
を
美
め
､
高
世

之
を
載
-
｡
五
帝
本
紀
第

一
を
作
る
｡

『法
言
』
序

天
降
生
民
､
佳
個
枢
蒙
'
窓
干
惰
性
､
聡
明
不
開
'
訓
話
理
｡
讃
挙
行
第

l
｡

天

生
民
を
降
す
に
､
佳
何
種
蒙
と
し
て
､
惰
性
を
窓
に
し
､
聴
明

開
け

ず
｡
諸
れ
に
理
を
訓
ふ
｡
挙
行
第

一
を
課
す
｡

『漢
書
』
叙
停

太
宗
穆
穆
､
允
恭
玄
欺
､
化
民
以
窮
､
帥
下
以
徳
｡
農
不
供
貢
'
章
不
収
撃
､

宮
不
新
館
'
陵
不
崇
墓
｡
我
徳
如
風
'
民
磨
如
少

'
国
富
刑
清
､
登
我
漢
道
｡

述
文
紀
第
四
｡

太
宗

穆
穆
と
し
て
'
允
恭
に
し
て
玄
獣
､
民
を
化
す
る
に
窮
を
以
て
L
t

下
を
帥
ゐ
る
に
徳
を
以
て
す
｡
農
に
供
貢
せ
ず
'
皐
す
る
も
枚
挙
せ
ず
､
宮

は
館
を
新
た
に
せ
ず
､
陵
は
墓
を
崇
-
せ
ず
｡
我
が
徳
は
風
の
如
く
､
民
の

く
さ

のば

癒
ず
る
こ
と
少
の
如
-
､
囲
富
み
刑
清
-
､
我
が
漢
道
を
登
す
｡
文
紀
第
四

を
述
ぶ
｡

『漕
夫
論
』
叙
録

先
聖
遺
業
､
莫
大
教
訓
｡
博
学
多
識
'
疑
則
思
間
｡
智
明
所
成
､
徳
義
所
建
｡

夫
子
好
学
､
詩
人
不
倦
｡
故
叙
讃
撃
第

一
｡

先
聖
の
遺
業
､
教
訓
よ
-
大
な
る
は
美
し
｡
博
学
多
識
に
し
て
'
疑
は
し
き

は
則
ち
間
は
ん
こ
と
を
思
ふ
｡
智
明
の
成
る
所
､
徳
義
の
建
つ
る
所
な
り
｡

夫
子

撃
を
好
み
'
人
に
詩
へ
て
倦
ま
ず
｡
故
に
讃
撃
第

1
を
叙
す
｡

一
見
し
て
判
る
の
は
､
殆
ど
が
四
字
句
で
構
成
さ
れ
､
最
後
が

｢
I
を
作
る
｣

な
ど
と
い
っ
た
言
い
方
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は

『史
記
』
太

史
公
自
序
'
『法
言
』
序
'
『漢
書
』
叙
博
'
『漕
夫
論
』
叙
録
の
中
で
も
典
型
的
な

部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
引
用
し
た
が
'
こ
の
よ
う
な
文
健
が

『史
記
』
で
は
百
三
十
篇

分
'
『法
言
』
で
は
十
二
篇
分
､
『漢
書
』
九
十
九
篇
分
'
『漕
夫
論
』
で
は
三
十
五

(2)

篇
分
ほ
ぼ
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
極
め
て
異
例
な
こ
と
で
あ
る
｡
序

の
中
で
も
篇
序
に
は
'
明
ら
か
に
共
通
し
た

一
つ
の
文
膿
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
｡
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で
は
'
篇
序
と
は
､
序
全
健
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
ろ
う

か

｡そ
も
そ
も
序
は
､
書
物
の
最
後
に
付
さ
れ
､
書
物
全
髄
の
字
数
を
記
し
た
-
'

今
見
た
通
-
篇
名
を
全
て
列
挙
し
た
篇
序
を
備
え
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の

書
物
の
編
集
を
終
え
た
最
後
の
段
階
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
内
容
は
'

そ
の
書
物
の
要
旨
を
説
く
が
､
こ
の
時
期
の
序
は
特
に
そ
の
書
物
の
も
つ
意
義
を

強
調
し
'
自
ら
帯
群
を
添
え
る
傾
向
が
強
い
｡
『史
記
』
太
史
公
自
序
に

｢之
を
名

山
に
威
し
'
副
は
京
師
に
在
き
'
後
世
の
聖
人
君
子
を
侯
つ
｣
と
言
い
､
『漢
書
』

叙
侍
が

｢凡
そ
漢
書
は
-
-
雅
故
を
函
み
'
古
今
に
通
じ
'
文
字
を
正
し
'
惟
れ

撃
林
な
-
｣
と
言
う
よ
う
に
､
撰
者
達
の
自
作
に
封
す
る
強
い
自
負
に
基
づ
-
讃

辞
に
は
､
目
を
見
張
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
序
は
書
物
全
健
に
封
す
る
も
の
で
あ
り
'
篇
序
は
各
篇
に
封
す
る

も
の
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
序
の
関
係
を
確
認
す
る
た
め
に
､
『潜
夫
論
』
叙
録
の

構
成
を
見
て
お
き
た
い
｡

夫
生
於
普
世
'
貴
能
成
大
功
'
太
上
有
立
徳
'
其
下
有
立
言
｡
闇
茸
而
不
才
'

先
器
能
普
官
'
未
嘗
服
斯
役
､
無
所
致
其
助
｡
中
心
時
有
感
'
援
筆
紀
散
文
'

字
以
綴
愚
情
'
財
令
不
忽
忘
｡
袈
英
雄
微
随
'
先
聖
亦
沓
絢
O
草
創
叙
先
賢
､

三
十
六
篇
'
以
裾
前
訓
'
左
丘
明
五
経
｡

先
聖
遺
業
､
莫
大
教
訓
｡
-
-
故
叙
讃
撃
第

一
｡
-
-
叙
志
氏
姓
第
三
十
五
｡

夫
れ
常
世
に
生
ま
れ
て
は
'
能
く
大
功
を
成
す
こ
と
を
貴
ぶ
｡
太
上
は
徳
を

立
つ
る
こ
と
に
有
り
'
其
の
下
は
言
を
立
つ
る
こ
と
に
有
-
｡
蘭
茸
に
し
て

不
才
､
先
に
器
と
し
て
能
く
官
に
昔
た
る
も
､
未
だ
嘗
て
斯
役
に
服
し
て
､

其
の
助
を
致
す
所
無
-
ん
ば
あ
ら
ず
｡
中
心

時
に
感
ず
る
こ
と
有
り
て
'

筆
を
援
き
敏
文
を
紀
L
t
字
以
て
愚
情
を
綴
-
､
財
か
に
忽
忘
せ
ざ
ら
し
む
｡

廃
棄
は
微
随
な
り
と
難
も
'
先
聖
も
亦
た
苔
諌
せ
り
｡
草
創
し
て
先
賢
三
十

六
篇
を
寂
し
'
以
て
前
訓
'
左
丘
明
五
経
を
継
ぐ
｡

先
聖
の
遺
業
'
教
訓
よ
り
大
な
る
は
美
し
｡
-
-
故
に
讃
撃
第

一
を
叙
す
｡

-
-
志
氏
姓
第
三
十
五
を
鼓
す
｡

『漕
夫
論
』
は
そ
の
書
名
で
作
者
自
身
を

｢漕
夫
｣
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
､
罪

常
に
謙
虚
な
立
場
か
ら
著
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
｡
そ
の
結
果

｢中
心

時
に
感
ず

る
こ
と
有
り
て
'
筆
を
援
き
敷
文
を
紀
L
t
字
以
て
愚
情
を
綴
り
､
財
か
に
忽
忘

せ
ざ
ら
し
む
｣
と
備
忘
を
目
的
と
す
る
と
か
'
自
分
を
野
人

｢廃
棄
｣
に
喰
え
た

り
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら

｢草
創
し
て
先
賢
三
十
六
篇
を
叙
し
､
以
て
前
訓
､

左
丘
明
五
経
を
継
ぐ
｣
と
'
｢五
経
｣
を
継
承
す
る
と
ま
で
言
う
の
は
や
は
-
撰
者

の
も
つ
自
負
の
表
れ
で
あ
-
､
結
局

『潜
夫
論
』
を
自
讃
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
部
分
は
ほ
ぼ
五
字
句
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
後
'
先
に
引
用
し
た
篇

序
が
第

一
篇
か
ら
こ
の
叙
俸
篇
を
除
い
た
第
三
十
五
篇
ま
で
順
に
配
置
さ
れ
て
終

る
｡で

は
'
こ
の
よ
う
な
篇
序
は
'
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
序
に
録

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

二
､
篇
序
と
目
次

は
じ
め
に
秦
漠
期
の
序
を
九
篇
あ
げ
た
が
､
そ
の
う
ち
篇
序
を
含
む
の
は
四
篇

で
あ
っ
た
｡
他
の
五
篇
に
は
小
論
で
言
う
篇
序
が
な
い
わ
け
だ
が
'
賓
は
篇
序
と
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そ
の
関
わ
り
が
深
い
と
思
わ
れ
る
､
篇
名
目
録
と
思
し
き
部
分
を
も
つ
も
の
が
あ

る
｡
そ
れ
は
'
2

『周
易
』
序
卦
'
6

『説
文
解
字
』
叙
'
9

『前
漢
紀
』
目
録

井
序
で
あ
る
｡

『周
易
』
序
卦
は
'
序
卦
と
言
う
通
り
六
十
四
卦
配
列
の
序
次
の
必
然
性
を
説
く

篇
で
あ
る
た
め
､
篇
名
で
は
な
く
卦
名
を
全
て
一
つ
一
つ
文
中
に
挙
げ
な
が
ら
､

相
互
の
連
関
を
述
べ
て
い
る
が
､
『説
文
解
字
』
叙
は
中
間
部
に
十
四
篇
の
部
首
辛

五
百
四
十
部
の
目
録
を
列
挙
し
､
『前
漠
紀
』
目
録
井
序
に
な
る
と
､
序
の
文
の
直

前
に
篇
名
目
録
が
別
置
さ
れ
て
い
る
｡
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
一
部
を
例
示
し
て

お
こ
う
｡

『周
易
』
序
卦

有
天
地
､
然
後
寓
物
生
蔦
｡
盈
天
地
之
間
者
唯
寓
物
｡
故
受
之
以

｢屯
｣
｡
｢屯
｣

者
'
盈
也
｡
｢屯
｣
者
､
物
之
始
生
也
｡
物
生
必
蒙
｡
故
受
之
以

｢蒙
｣
｡
｢蒙
｣

者
､
蒙
也
｡
物
之
稗
也
｡
物
稗
不
可
不
養
也
｡
故
受
之
以

｢需
｣
｡
-
-

天
地
有
り
て
､
然
る
後
に
寓
物
生
ず
｡
天
地
の
間
に
盈
つ
る
者
は
唯
だ
寓
物

な
り
｡
故
に
之
を
受
-
る
に

｢屯
｣
を
以
て
す
｡
｢屯
｣
と
は
'
盈
つ
る
な
り
｡

｢屯
｣
と
は
'
物
の
始
め
て
生
ず
る
な
り
｡
物
生
ず
れ
ば
必
ず
蒙
な
り
｡
故

+()(1

に
之
を
受
-
る
に

｢豪
｣
を
以
て
す
｡
｢蒙
｣
と
は
､
蒙
な
-
｡
物

の

輝

き

な

-
｡
物
輝
け
れ
ば
菱
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
｡
故
に
之
を
受
く
る
に

｢需
｣
を
以

て
す
｡
-
-

『説
文
解
字
』
叙

-
-
説
文
解
字
第

1

1
部

一

二
部
二

示
部
三
-
-
説
文
解
字
第
十
四

-
-
亥
部
五
百
四
十

此
十
四
篇
､
五
百
四
十
部
'
九
千
三
百
五
十
三
文
'
重

l
千

一
百
六
十
三
､
解

説
凡
十
三
寓
三
千
四
百
四
十

一
字
-
-

『前
漠
紀
』
日
録
井
序

高
祖

一
第

一

高
祖
二
第
二
-
-
-
-
孝
哀
下
第
二
十
九

孝
平
第
三
十

凡
漠
紀
十
二
世
十

一
帝
､
通
王
弄
二
百
四
十
二
年
-
-

『周
易
』
で
は
'
｢屯
｣
｢蒙
｣
｢需
｣
卦
の
因
循
の
必
然
を
説
い
て
い
る
が
､
こ
の

順
序
は
現
行
本
の
配
列
の
順
で
は
な
い
｡
だ
か
ら
日
録
と
し
て
は
'
六
十
四
篇
の

篇
名
の
侠
亡
を
防
ぐ
ほ
ど
の
役
割
し
か
果
た
せ
て
い
な
い
｡
そ
の
分
因
循
の
必
然

を
説
-
目
的
の
方
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
｡
そ
れ
に
比
べ

『説
文
解
字
』
と

『前
浜

紀
』
が
備
え
て
い
る
の
は
'
完
全
に
篇
名
目
録
で
あ
る
｡
『説
文
解
字
』
毅
は

『説

文
解
字
』
の
末
尾
第
十
五
篇
に
あ
-
､
そ
の
中
間
部
に
こ
の
目
録
が
あ
る
た
め
'

検
索
用
の
目
録
と
し
て
は
や
や
使
い
難
い
｡

1
万

『前
浜
紀
』
日
録
井
序
は

『前

浜
紀
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
'
目
録
の
後
に
序
の
文
が
付
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
-
現

行
の
目
次
と
愛
わ
る
と
こ
ろ
が
な
-
'
目
次
の
直
後
に
あ
る
序
文
の
方
が
'
目
録

に
添
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
な
目
録
が
'
篇
序
に
最
も
近
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
､

序
の
中
に
あ
-
'
全
篇
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
｡
な

ら
ば
篇
序
と
は
'
目
録
の
一
形
態
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

篇
序
を
も
つ
序
は
'
こ
の
秦
漠
期
の
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
｡
そ
し
て
時
代
が
下

る
と
'
序
は
書
物
の
末
尾
か
ら
冒
頭
へ
と
移
動
す
る
｡
そ
れ
を
示
す
の
が

『前
漢

紀
』
の
序
で
あ
る
｡

秦
漢
期
の
書
物
に
は
日
次
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
-
'
現
存
す
る
も
の
で
は
後
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漠
の

『説
文
解
字
』
と

『前
浜
紀
』
の
篇
名
目
録
が
日
次
の
形
を
備
え
て
い
る
｡

『説
文
解
字
』
は
末
尾
に
目
録
を
含
ん
だ
序
を
も
つ
が
'
『前
浜
紀
』
は

｢目
録
罪

序
｣
と
い
う
表
記
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
､
目
録
と
序
が
分
離
し
っ
つ
あ
る
段
階
で
～

書
物
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
｡
現
在
の
目
次

･
序
文
と
何
ら
愛
わ
-
の
な
い
形

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

『説
文
解
字
』
と

『前
浜
紀
』
以
外
で
日
録

に
類
す
る
の
は
､
『周
易
』
序
卦
で
あ
-
'
次
に
は

『史
記
』
太
史
公
自
序
へ
『法

言
』
序
'
『漢
書
』
叙
侍
､
『漕
夫
論
』
叙
録
と
い
っ
た
篇
序
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡
そ
の
結
果
､
目
録

(現
在
の
目
次
)
は
本
来
序
に
含
ま
れ
､
篇
序
の
形
を

と
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
勿
論
'
以
上
に
挙
げ
た
資
料
が

完
全
に
原
型
を
と
ど
め
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
､
失
わ
れ
た
資
料
も
多
い
こ
と

だ
ろ
う
｡
だ
か
ら
'
こ
こ
に
奉
げ
た
資
料
ば
か
-
を
特
別
視
す
る
の
は
危
険
だ
が
､

現
存
す
る
状
態
か
ら
判
断
す
れ
ば
'
序
の
中
か
ら
篇
序
が
濁
立
し
､
目
録

･
目
次

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
う
す
る
と
篇
序
は
'
序
の
中
か
ら
生
ま
れ
'
目
録
の
形
成
に
と
も
な
い
消
滅

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
が
､
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
｡
次
に
篇
序
の
内

容
を
検
討
し
っ
つ
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

三
㌧
篇
序
の
内
容
と
文
髄

1
㌧
『史
記
』
太
史
公
自
序

『史
記
』
太
史
公
自
序
に
含
ま
れ
る
篇
序
は
'
今
と
り
あ
げ
て
い
る
も
の
の
中
で

は
最
古
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
か
四
篇
の
篇
序
の
中
で
は
､
四
字
句
の
占
め

る
割
合
が
最
も
低
-
'
他
の
三
篇
に
比
べ
文
章
の
装
飾
性
が
低
-
感
じ
ら
れ
る
｡

内
容
は
各
篇
執
筆
の
経
緯
や
目
的
を
説
く
と
と
も
に
､
各
篇
の
紹
介
と
い
っ
た
趣

き
が
あ
る
｡
例
え
ば
表
の
第

一
篇
の
序
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

維
三
代
尚
臭
'
年
紀
不
可
考
｡
蓋
取
之
譜
牒
､
奮
闘
本
手
亥
｡
於
是
略
推
､
作

三
代
世
表
第

一
.

維
れ
三
代
は
尚
L
t
年
紀
考
ふ
べ
か
ら
ず
｡
蓋
し
之
を
譜
牒
に
取
-
'
奮
闘

亥
に
本
づ
く
.
是
に
於
い
て
略
ぼ
推
し
'
三
代
世
表
第

一
を
作
る
｡

四
字
句
は

｢是
に
於
い
て
略
ぼ
推
す
｣
と
い
う
部
分
だ
け
で
あ
る
上
､
｢三
代
世
表

第

一
を
作
る
｣
の
句
を
除
-
と
五
句
と
い
う
奇
数
旬
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
他
の
三
篇
に
は
殆
ど
な
い
｡
し
か
し
三
代
世
表
は

｢年
紀
考
ふ
べ
か

ら
ず
｣
と
い
う
状
況
の
下
'
｢略
ぼ
推
し
｣
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
経
緯
が

分
か
-
'
｢奮
闘

叢
に
本
づ
-
｣
の
で
あ
る
か
ら
'
讃
者
は
奮
闘
を
読
む
時
三
代

世
表
を
参
考
に
す
れ
ば
よ
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
｡

し
か
し
茸
の
と
こ
ろ
'
こ
の
三
代
世
表
の
序
は
三
代
世
表
の
論
質
を
簡
略
に
し

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
論
質
は

｢太
史
公
日
'
五
帝

･
三
代
の
記
は
尚
し
｣
か
ら

始
ま
り
､
｢是
に
於
い
て

『五
帝
繋
牒
』
『尚
書
集
世
』
を
以
て
黄
帝
以
来
共
和
に

詰
る
ま
で
を
紀
し
世
表
を
為
る
｣
の
文
で
終
る
が
'
こ
の
二
丈
だ
け
で
も
､
篇
序

の

｢維
れ
三
代
は
尚
し
｣
｢之
を
譜
牒
に
取
り
｣
｢略
ぼ
推
し
､
三
代
世
表
第

1
を

作
る
｣
の
部
分
が
よ
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
ろ
う
｡
他
の
篇
が
全
て

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
し
ば
し
ば
論
質
を
簡
略
化
し
た
篇

序
は
見
出
し
う
る
｡
論
質
と
篇
序
の
内
容
が
重
複
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
論
賛
執
筆

の
後
'
末
尾
に
付
さ
れ
た
篇
序
の
債
値
が
低
下
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
い
｡
つ

ま
り
論
質
が
既
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
'
篇
序
に
同
様
の
文
を
記
す
必
要

45



は
な
い
の
で
あ
る
｡
篇
序
が
後
に
消
滅
し
'
目
録
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
理
由

の
一
端
は
､
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡

な
ら
ば
司
馬
遷
は
論
質
を
書
い
た
後
'
な
ぜ
更
に
重
複
す
る
篇
序
を
も
の
し
た

の
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
前
述
の
通
り
､
篇
序
に
は
目
録
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
､
日
録
に
各
篇
の
梗
概
を
添
え
る
つ
も
-
で
摸
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
｡
そ
し
て
た
だ
重
複
し
た
文
を
添
え
る
よ
-
は
'

一
党
目
録
と
し
て
健
裁
が

整
っ
て
い
た
方
が
望
ま
し
い
の
で
､
四
字
句
を
多
-
し
て
篇
序
を
飾
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
'
篇
序
に
は
讃
辞
に
近
い
意
味
合
い
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡
抑
も
篇
序
自

身
讃
静
の
鎮
め
ら
れ
た
序
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
普
然
の
こ
と

で
は
あ
る
が
､
書
物
の
末
尾
を
飾
る
文
と
し
て
'
ま
た
各
篇
の
意
義
を
説
く
も
の

と
し
て
'
各
篇
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
『史
記
』
の
場
合
'
世
家
の
篇
序
に
特

に
そ
の
傾
向
が
強
い
｡

太
伯
遊
歴
'
江
蟹
是
適
､
文
武
枚
輿
､
古
公
王
跡
｡
開
度
耗
僚
'
寅
服
荊
楚
､

夫
差
克
奔
'
子
骨
塊
夷
'
信
畜
親
越
'
呉
園
既
滅
O
嘉
伯
之
譲
'
作
呉
世
家
第

一｡太
伯

歴
を
避
け
'
江
蟹

是
れ
適
く
｡
文

･
武
の
興
る
牧
'
古
公
王
の
跡

な
-
｡
開
腹

僚
を
試
し
'
荊
楚
を
賓
服
す
｡
夫
差

斉
に
克
ち
､
子
骨

塊
夷
と
な
り
､
蔀
を
信
じ
越
に
親
し
み
'
呉
囲

既
に
滅
ぶ
｡
伯
の
譲
れ
る

を
嘉
し
'
呉
世
家
第

一
を
作
る
.

呉
世
家
は
開
度
と
夫
差
の
時
代
に
紙
幅
の
半
ば
が
割
か
れ
て
い
る
の
だ
が
､
こ
の

二
王
に
つ
い
て
は

｢荊
楚
を
賓
服
し
-
-
斉
に
克
ち
､
-
-
滅
ん
だ
｣
と
い
う
史

賓
を
記
す
の
み
で
'
非
道
な
態
度
に
射
し
て
強
い
批
判
は
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
か

え
っ
て
､
開
園
の
祖
と
し
て
初
め
に
僅
か
に
解
れ
ら
れ
る
太
伯
の
囲
譲
-
の
話
を
､

｢呉
世
家
第

一
を
作
る
｣
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
｡

呉
世
家
の
み
な
ら
ず
'
三
十
世
家
は
言
う
ま
で
も
な
く
残
虐
な
事
件
が
多
く
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
'
世
家
の
篇
序
で
は
十
七
篇
で

｢嘉
す
｣
と
い
う
語
を
用
い

て
'
そ
の
篇
を
撰
し
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ほ
ど
顛
著
な
の
は
世
家

の
篇
序
の
み
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
'
こ
の
呉
世
家
と
同
じ
-
些
か
無
理
に

｢嘉
す

る
｣
理
由
を
付
け
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
席
-
斉
世
家
が

｢父
の
謀
を
嘉

L
t
斉
太
公
世
家
第
二
を
作
る
｣
と
'
覇
者
桓
侯
で
は
な
-
､
師
尚
父
呂
尚
を
讃

え
'
管
察
世
家
は

｢伸
の
過
ち
を
悔
い
る
を
嘉
し
､
管
察
世
家
第
五
を
作
る
｣
と

そ
の
名
の
二
度
し
か
見
え
な
い
察
仲
を
諾
え
て
い
る
｡
そ
し
て
逆
に
批
判
的
な
語

を

『史
記
』
の
篇
序
全
健
か
ら
探
し
て
も
見
昔
た
ら
ず
､
こ
こ
に
挙
げ
た

｢伸
の

過
ち
を
悔
い
る
｣
と
い
っ
た
語
の
方
が
､
察
伸
の
父
寮
叔
に

｢過
ち
｣
の
あ
っ
た

こ
と
を
暗
に
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
｡
や
は
り
書
物
の
末
尾
を
飾
り
'
各

篇
の
意
義
を
説
く
文
と
し
て
'
各
篇
を
諾
え
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
世
家
で
特
に
強
い
が
､
他
の
部
分
か
ら
も
窺
う
こ
と
は
で
き

る
｡

2
'
『法
言
』
序

『法
言
』
は
語
録
の
健
を
な
し
て
お
-
'
『史
記
』
や
他
の
諸
子
の
書
に
比
べ
'

各
篇
の
主
旨
が
明
確
で
は
な
い
｡
そ
れ
は

｢
『論
語
』
に
象
-
｣
著
さ
れ
た
結
果
､

(3)

『論
語
』
に
似
て
雑
多
な
語
録
集
の
観
を
呈
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
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た
十
三
篇
の
篇
名
が
､
内
容
に
合
わ
せ
て
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
'
『論
語
』
に

倣
い
篇
首
の
語
か
ら
取
っ
て
い
る
こ
と
も
､
各
篇
の
主
旨
を
わ
か
り
に
-
-
さ
せ

て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
書
に
と
っ
て
'
篇
序
の
存
在
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
｡

撰
者
楊
雄
の
執
筆
意
囲
､
各
篇
編
纂
の
目
的
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

『法
言
』
の
篇
序
は
末
尾
の
孝
至
篇
の
後
に
積
け
て
付
さ
れ
'
篇
序
の
中
で
は
唯

一
濁
立
し
た
篇
を
な
し
て
い
な
い
｡
文
健
は

『史
記
』
篇
序
同
様
'
四
字
句
が
中

心
で
は
あ
り
､
時
に
四
字
以
外
の
句
を
交
え
て
い
る
が
､
『史
記
』
よ
-
は
や
や
四

字
句
の
占
め
る
割
合
が
高
い
｡
内
容
は
先
に
記
し
た
通
り
､
執
筆
の
意
園
や
目
的

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
試
み
に
吾
子
篇
の
篇
序
を
見
て
み
よ
う
｡

降
周
迄
孔
'
成
子
王
道
､
終
後
誕
章
乗
離
'
諸
子
園
微
｡
講
書
子
第
二
｡

周
よ
り
降
り
孔
に
迄
-
'
王
道
を
成
す
｡
終
る
後

誕
章

乗
離
し
'
諸
子

徴
を
園
る
｡
喜
子
第
二
を
課
す
｡

喜
子
篇
の
序
に
は
'
孔
子
が

｢王
道
を
成
し
｣
た
後
､
世
は
大
法
よ
り

｢乗
離
し
｣
'

諸
子
百
家
が
思
い
思
い
の
道
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
､
と
あ
る
｡
つ
ま
-
吾
子

篇
は
､
諸
子
が
孔
子
の
道
よ
り
逸
れ
､
勝
手
な
言
動
を
行
な
っ
た
こ
と
を
是
正
す

る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
と
'
こ
の
序
か
ら
理
解
で
き
る
｡

確
か
に
こ
の
篇
に
は

｢古
者

揚

(栄
)
墨

(召
)
路
を
塞
ぐ
.
孟
子

辞
し

て
之
を
聞
く
こ
と
廓
如
た
-
｡
後
の
路
を
塞
ぐ
者
有
-
｡
窺
か
に
自
ら
孟
子
に
比

す
｣
の
よ
う
に
'
諸
子
の
害
を
退
け
よ
う
と
す
る
章
が
間
々
あ
る
｡
だ
が

一
方
で

は
辞
朕
を
論
じ
て
'
｢童
子
は
彫
農
家
刻
す
｡
-
-
杜
夫
は
為
さ
ざ
る
な
-
｣
と
諸

子
の
弊
害
と
は
無
関
係
に
思
わ
れ
る
章
も
あ
る
｡
つ
ま
-
篇
序
に
言
う
意
固
か
ら

は
'
や
や
外
れ
て
見
え
る
章
が
確
か
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
そ
れ
は

『法
言
』

が
論
文
僅
で
は
な
く
､
語
録
集
と
い
う
形
式
を
採
用
し
た
時
鮎
で
'
避
け
が
た
い

問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
か
え
っ
て
'
こ
の
よ
う
に
篇
全
膿
の
主
旨
が

不
明
確
に
な
-
易
い
の
を
解
決
す
る
た
め
に
'
篇
序
が
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
な
鮎
で

『法
言
』
の
篇
序
は
'
き
わ
め
て
有
数
に
作
用
し
た

(4)

例
と
言
え
よ
う
｡

ま
た

『法
言
』
の
篇
序
に
は

｢
モ
モ
｣
｢塩
焼
｣
と
い
っ
た
重
言
'
｢忽
侠
｣
｢佳

伺
｣
の
よ
う
な
饗
聾

･
畳
韻
の
語
が

'
全
健
の
字
数
の
割
に
多
-
､
語
嚢
の
豊
か

な
楊
雄
ら
し
く
装
飾
性
も
疎
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
｡

3
'
『漢
書
』
叙
偉

『漢
書
』
叙
侍
は

『史
記
』
太
史
公
自
序
と
ほ
ぼ
同
形
式
で
あ
り
､
篇
序
は
叙
侍

の
後
半
部
を
占
め
て
い
る
｡
『漢
書
』
の
篇
序
は
'
最
後
の
叙
侍
篇
の
篇
序
が
三
辛

二
十
句
で
あ
る
の
を
除
き
'
全
て
が
四
字
偶
数
旬
で
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
上
'

重
言
が
き
わ
め
て
多
-
､
小
論
が
取
り
上
げ
て
い
る
四
篇
の
篇
序
の
中
で
は
､
最

も
離
球
の
凝
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
既
に
小
論
の

一
章
に
奉
げ
た
文

(育
)
紀
の
序
か
ら
も
窺
え
る
｡
そ
の
第

一
句

｢太
宗

穆
穆
と
し
て
'
允
恭
に

し
て
玄
獣
｣
の
句
に
は
､
｢穆
穆
｣
と
い
う

『毛
詩
』
を
典
接
と
す
る
重
言
や
､

(5)

｢允
恭
｣
と
い
う

『尚
書
』
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
典
標
の
あ

る
語
は
'
他
の
篇
序
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
'
『漢
書
』
叙
侍
ほ
ど
多
用
し
て
い

る
も
の
は
な
い
｡

文
章
の
装
飾
性
と
い
う
鮎
で
'
篇
序
の
中
で
は
こ
の

『漢
書
』
の
篇
序
が

一
つ

の
到
達
鮎
に
達
し
て
い
る
と
思
う
｡
そ
の
謹
L
と
し
て
'
こ
の

『漢
書
』
の
篇
序
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だ
け
が

『文
選
』
に
選
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
｡
『文
選
』
史
述
質
は

四
篇
の
文
を
選
ん
で
い
る
が
､
そ
の
う
ち
三
篇
は
『漢
書
』
の
篇
序
か
ら
取
ら
れ
､残

る

一
篇
は

『後
漢
書
』
の
俸
質
で
あ
る
｡
他
の
篇
序
が
全
く
顧
み
ら
れ
ず
､
『漢

書
』
の
も
の
だ
け
が
三
篇
も
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
『漢
書
』
に
は
そ

(･･c)

れ
だ
け
の
債
値
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

内
容
の
特
徴
と
し
て
は
､
こ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
非
難
の
語
を
記
し

て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
例
と
し
て
'
次
の
潜
伏
侍

･
侯
幸
侍
を
見
て
み
た

い
｡開

園
承
家
､
有
法
有
利
､
家
不
滅
甲
'
囲
不
専
殺
｡
矧
乃
斉
民
､
作
成
作
意
'

如
台
不
匡
'
頑
法
是
謂
｡
述
源
侠
俸
第
六
十
二
｡

園
を
開
き
家
を
承
-
る
に
､
法
有
-
制
有
-
'
家
は
甲
を
戒
め
ず
'
園
は
毅

を
尊
に
せ
ず
｡
矧
ん
や
乃
ち
斉
民
に
は
､
威
を
作
し
恵
を
作
す
を
や
｡
如
台

ぞ
匡
き
ず
ん
ば
'
頑
法

是
れ
を
請
は
ん
や
｡
藩
侯
停
第
六
十
二
を
述
ぶ
｡

彼
何
人
斯
､
稀
此
富
貴
｡
督
損
高
明
､
作
戒
後
世
｡
述
侯
華
僑
第
六
十
三
｡

彼

何
人
ぞ
､
此
の
富
貴
を
績
む
｡
高
明
を
薯
損
せ
し
む
れ
ば
､
戒
め
を
後

世
に
作
す
｡
侯
幸
博
第
六
十
三
を
述
ぶ
｡

茸
侠
侍
は

｢法
有
り
制
有
る
｣
べ
き
と
こ
ろ
を
､
｢斉
民
｣
で
あ
-
な
が
ら

｢威
を

作
し
恵
を
作
す
｣
と
'
潜
伏
の
不
法
性
を
非
難
し
た
後
､
穫
法
を
も
っ
て
こ
れ
を

匡
す
べ
L
と
主
張
し
て
い
る
｡
俊
幸
侍
は

｢富
貴
を
窺
み
｣
高
明
な
る
皇
帝
を
惑

わ
し
た
罪
を
指
弾
し
､
戒
め
と
し
て
撰
し
た
と
言
う
｡
『史
記
』
に
も
潜
伏

･
倭
辛

侍
は
あ
る
が
'
そ
の
篇
序
で
は
潜
伏
を

｢義
者
も
取
る
こ
と
有
-
｣
､
侯
幸
を

｢能

も
亦
た
各
お
の
長
ず
る
所
有
り
｣
と
'
そ
れ
ぞ
れ
に
取
る
べ
き
鮎
を
讃
え
て
い
る
0

こ
の
差
は
司
馬
遷
と
班
国
の
執
筆
態
度
の
違
い
で
は
あ
ろ
う
が
､
特
に
篇
序
に
お

い
て
顛
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

4
'
『潜
夫
論
』
叙
録

『漕
夫
論
』
三
十
六
篇
の
最
終
篇
が
叙
録
で
占
め
ら
れ
て
い
る
｡
小
論

一
章
で
示

し
た
通
-
'
線
叙
の
後
に
三
十
五
篇
の
篇
序
が
列
ね
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
文
は

一

篇
を
除
き
'
全
て
四
字
八
句
で
構
成
さ
れ
て
は
い
る
が
､
擬
態
語
は
お
ろ
か
封
句

さ
え
も
多
-
は
な
-
､
離
球
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
内
容
は

『法

言
』
の
篇
序
に
似
て
'
執
筆
の
意
圏
や
目
的
を
説
い
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
問
答
倭

の
蒋
難
篇
の
序
を
見
て
み
よ
う
｡

論
難
横
費
､
令
道
不
通
｡
後
進
疑
惑
､
不
知
所
従
｡
自
昔
庚
子
'
而
有
責
云
｡

予
豊
好
梓
｡
婿
以
明
異
｡
故
叙
揮
難
第
二
十
九
｡

論
難

横
馨
す
れ
ば
､
道
を
し
て
通
ぜ
ざ
ら
し
む
｡
後
進

疑
惑
し
､
従
ふ

所
を
知
ら
ず
｡
昔
よ
り
庚
子
､
云
ふ
を
貴
ぶ
こ
と
有
り
｡
予

量
に
梓
を
好

ま
ん
｡
将
に
以
て
異
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
れ
ば
な
り
｡
故
に
得
難
第
二
十

九
を
鼓
す
｡

全
て
四
字
句
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
'
平
易
な
語
が
多
く
､
そ
の
意
は
明
瞭
で

あ
る
｡
こ
の
篇
は
庚
子
ほ
か
の
人
物
が
漕
夫
に
難
問
を
問
い
､
漕
夫
が
そ
れ
に
答

え
る
の
だ
が
､
こ
の
篇
序
で
は
'
辞
を
好
ま
な
い
漕
夫
が
庚
子
ら
に
せ
が
ま
れ
て

の
結
果
と
し
て
い
る
｡
賓
際
に
そ
の
よ
う
な
問
答
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
､
こ
と

の
真
備
は
も
と
よ
り
不
明
だ
が
､
稗
を
好
ま
な
い
王
符
が

｢寅
を
明
ら
か
に
せ
ん

と
｣
奮
い
立
っ
て
い
る
さ
ま
が
､
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
｡
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こ
の
よ
う
に

『漕
夫
論
』
の
篇
序
は
､
他
の
三
篇
に
比
べ
'
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
素
朴
な
序
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

お
わ
り
に

最
後
に
検
討
の
結
果
を
ま
と
め
て
み
た
い
｡

ま
ず
篇
序
は
全
篇
目
を
記
し
､
後
の
日
録

･
目
次
の
役
割
を
擦
っ
て
い
た
が
'

内
容
と
し
て
は
'
各
篇
の
梗
概
の
ほ
か
に
執
筆
の
経
緯
や
日
的
､
更
に
は
讃
辞
を

加
え
て
い
た
｡
こ
の
苦
節
は
結
局
､
自
ら
が
著
し
た
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
'
自
讃
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
著
者
が
自
身
で
著
し
た
も
の
を
自
讃

す
る
の
で
あ
れ
ば
'
離
珠
を
凝
ら
し
た
表
現
を
用
い
た
く
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は
篇
序
の
内
容
が
梗
概
や
執
筆
の
目
的
な
ど
､
各
篇
の
中
に
既
に
表
さ
れ
て

い
た
も
の
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
｡
難
球
を
凝
ら
し
た
結
果
が
四
字
句
を
多

用
L
t
野
旬
や
典
接
'
重
言
や
襲
撃

･
畳
韻
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た

と
思
わ
れ
る
｡
篇
序
の
到
達
鮎
と
し
て
は
'
『文
選
』
に
選
録
さ
れ
た

『漢
書
』
の

も
の
が
'
『文
選
』
編
纂
昔
時
は
評
債
が
高
か
っ
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
｡

篇
序
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
養
浜
期
に
著
さ
れ
た
が
'
現
在
で
は
目
次

と
し
て
し
か
残

っ
て
い
な
い
｡
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
'
各
篇
の
本
文
と
篇

序
の
内
容
が
重
複
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
た
｡
確
か
に
本
文
と
重
複
す
る
篇
序
を

離
琢
を
凝
ら
し
て
著
す
の
は
､
手
間
で
あ
る
割
に
'
讃
者
の
需
要
は
低
か
っ
た
で

あ
ろ
う
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
篇
序
を
著
し
た
の
は
'
著
者
が
離
琢
を
凝
ら
し
た
語

や
自
譜
を
交
え
て
､
そ
の
書
の
債
値
を
高
め
よ
う
と
企
囲
し
た
た
め
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
程
こ
の
時
期
の
著
作
に
は
､
著
者
の
自
作
に
封
す
る
自
負
や

思
い
入
れ
が
深
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
自
負
や
思

い
入
れ
の
深
さ
を
､
篇
序
を
含
ん
だ
序
全
髄
の
存
在
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
篇
序
が
消
滅
し
た
理
由
に
は
'
著
者
の
自
負
や
思
い
入
れ
の
あ
-
方
が

牽
化
し
た
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
時
代
が
下
-
著
作
と
い

う
も
の
自
膿
の
も
つ
債
値
が
愛
化
す
る
の
に
伴
い
'
著
者
の
自
作
に
封
す
る
自
負

や
思
い
入
れ
の
あ
り
方
も
襲

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
'
そ
う
結
論
す
る
に
は
他

に
検
討
す
べ
き
問
題
も
多
い
の
で
､
今
後
ま
た
横
合
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
と
思
う
｡

註(1
)

こ
こ
で
は
辞
朕
の
序
や

『毛
詩
』
『尚
書
』
の
序
は
除
外
し
た
外
'
序
の
執
筆
状
況
の

不
明
瞭
な

『急
就
篇
』
'
『逸
周
書
』
'
『中
論
』
も
除
い
た
｡
な
お
へ
序
字
を
冠
し
て
い

な
い
の
で
小
論
の
封
象
か
ら
省
い
た
が
'
以
下
の
五
篇
も
賓
質
的
に
は
序
と
考
え
て
い

る
O
『荘
子
』
天
下
'
『萄
子
』
東
関
'
『港
南
子
』
要
略
'
『連
銭
論
』
難
論
､
冨
胴
衡
』

労
作
｡

(2
)

『法
言
』
は
全
十
三
篇
あ
る
が
､
淵
審
篇
の
序
は
音
義
に
引
-
柳
宗
元
に
後
人
の
も
の

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
十
二
篇
と
し
､
『漢
書
』
は
全
百
篇
だ
が
恵
紀
第
二
と
高
后
紀
第

三
が

一
篇
に
併
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
九
十
九
篇
で
あ
る
｡

(3
)

『法
言
』
序
は
'
『法
言
』
末
尾
に
付
さ
れ
た
も
の
と

『漢
書
』
揚
雄
侍
に
股
め
ら
れ

た
揚
雄
自
序
の
も
の
と
が
あ
る
｡
両
者
に
は
若
干
の
文
字
の
異
動
が
あ
-
､
『漢
書
』
に

は
篇
序
の
前
に

『法
言
』
全
膿
に
封
す
る
絶
序
が
あ
る
｡
｢
『論
語
』
に
象
-
｣
の
語
は
'

こ
の
線
序
に
見
え
る
語
で
あ
る
｡
本
稿
は
書
物
に
付
さ
れ
た
篇
序
を
検
討
野
象
と
し
て

い
る
の
で
､
『法
言
』
末
尾
の
も
の
に
掠
る
こ
と
に
す
る
｡
な
お

｢揚
雄
自
序
｣
に
関
し

て
は
､
拙
論

｢
『漢
書
』
揚
雄
停
所
収

『揚
雄
自
序
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
(『撃
林
』
二
八
･

二
九
合
併
壊
)
が
あ
る
O
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(4
)

な
お
'
『法
言
』
末
尾
の
篇
序
と

『法
言
』
の
構
成
に
つ
い
て
は
'
町
田
三
郎

『秦
漠

思
想
史
の
研
究
』
(三
四
六
頁
以
下
)
に
論
考
が
見
え
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡

(5
)

『毛
詩
』
大
雅

･
文
王
に

｢穆
穆
文
王
､
於
緯
解
散
止
｣
と
あ
り
'
毛
侍
に

｢穆
穆
'

美
也
｣
と
言
う
｡
ま
た

『尚
書
』
尭
典
に

｢允
恭
克
譲
､
光
被
四
表
'
格
子
上
下
｣
と

あ
り
'
孔
侍
に

｢允
､
信
｣
､
孔
穎
達
疏
引
鄭
玄
に

｢不
僻
於
位
日
恭
｣
と
言
う
｡

(6
)

な
お
､
『文
選
』
の
選
録
規
準
に
関
し
て
､
清
水
凱
夫

｢
『文
選
』
編
纂
に
見
ら
れ
る

文
学
観
-

『頒
』
･
『上
書
』
の
選
録
を
中
心
と
し
て
-
｣
(｢立
命
館
文
学
｣
第
五
二
六

哉
)
他
が
あ
り
､
こ
の

『漢
書
』
の
篇
序
に
つ
い
て
は
､
福
井
佳
夫

｢班
固
の

『漢
書

述
』
に
つ
い
て
｣
(中
京
大
学
文
学
部
紀
要
三
一
-

一
)
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
｡



ThePrefaceandTheStateofWriting

forGinandHanPeriod

TatsuoEase

Abstract:Thispaperexaminestheprefacesadded respectively tothe

booksin °in andHam Periods,and attemptstoexaminethestateof

writingbooksinthoseperiods.TheprefacesinGinandHan Periodtook

variousforms,andthispapercommentsontheprefacesattachedtoeach

sectionofthebooks.Theseprefacesplayedrolesofalistoratableof

contents;awritten summary;an explanationofthepurposeofwriting;

andaself-praiseofthesectionofabook.Alotoffわurletterphrasesand

variousrhetoricwereusedinwritingtheseprefaces.Although thiskindof

prefacesceasedtoexistsoonafter,probablybecausethecontentsofthe

prefaceswereoftenrepeat.edinthetextsofthebooks,theauthorsinGin

andHan periodsseem tohavewritten theseprefaces,withoutfearof

repetition,inordertoenhancethevalueofthebooks.Itappearsthatthe

authorsinthoseperiodswerehighlyself-conceited,andt.hattheseprefaces
areindicationsoftheirself-conceit.andaffectionfortheirownworks.

Xeywords:preface,ShijiTaishigongzixu(『史記』太史公自序),Fayan

xu (『法言』序),Hanshuxuzhuan (『漢書』叙俸),Qianfu lunxulu(『漕
夫論』叙録)
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