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秦
始
皇
帝
時
期
は
、
書
体
史
的
に
言
え
ば
小
篆
に
代
表
さ
れ
る
時
代
で
あ
り
、

秦
隷
が
通
行
し
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
簡
牘
に
記
さ
れ
た
筆
写
体
の
肉

筆
文
字
資
料
「
里
耶
秦
簡
」
が
公
に
な
っ
た
の
は
、
周
知
の
如
く
『
文
物
』

（
二
〇
〇
三
・
一
）
に
所
載
の
発
掘
簡
報
「
湖
南
龍
山
里
耶
戦
国
─
秦
代　

古
城

一
号
井
発
掘
簡
報
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
簡
牘
三
万
六
千
余
枚
の
出
土
が
報
告

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
内
で
当
時
、
影
印
さ
れ
た
数
は
表
裏
に
記
載
の
あ
る
簡

を
各
々
一
と
し
て
数
え
、
計
六
〇
点
。
先
の
い
く
つ
か
の
拙
論
で
は
、
そ
の
時

点
で
目
を
通
す
こ
と
が
可
能
な
限
り
の
文
字
資
料
を
根
拠
に
、
秦
代
に
初
出
を

見
る
注
目
す
べ
き
出
来
事
を
述
べ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
「
龍
山
里
耶
秦
簡
文
字

字
形
考
」
─
線
の
点
状
化
現
象
を
中
心
と
し
て
─
（『
大
東
書
道
研
究
』
二
〇
〇

六
）、「
里
耶
秦
簡
文
字
字
形
考
Ⅱ
」
─
草
書
化
に
向
う
字
画
の
移
動
と
字
形
の

変
化
─
（『
大
東
書
道
研
究
』
二
〇
〇
九
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

発
掘
簡
報
以
後
の
整
理
が
進
み
、
二
〇
一
二
年
に
な
っ
て
待
望
の
専
刊
の
大

冊
『
里
耶
秦
簡
』
第
一
輯
・
第
二
輯
（
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
編
・
文
物
出
版

社
）
が
刊
行
さ
れ
（
第
三
輯
〜
第
五
輯
も
刊
行
の
予
定
と
の
こ
と
）、
膨
大
な
数
に

の
ぼ
る
簡
牘
文
字
資
料
が
公
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
第
一
輯
は
遺
址

の
第
五
、
六
、
八
の
出
土
地
層
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
を
、
第
二
輯
は
第
九
の
地

層
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
を
影
印
。
所
載
の
簡
牘
数
は
、
整
理
番
号
を
も
と
に
集

計
し
て
み
る
と
、
破
損
し
た
小
片
を
含
め
合
計
六
，
〇
〇
〇
点
を
越
え
る
。
字

数
は
一
体
ど
れ
ほ
ど
に
な
る
の
か
、
数
え
ら
れ
る
数
の
状
態
で
は
な
い
。
そ
の

文
字
資
料
に
仔
細
に
目
を
通
し
、
全
体
を
俯
瞰
し
て
み
て
一
瞬
目
を
疑
っ
た
。

こ
れ
が
秦
皇
時
代
に
通
行
し
て
い
た
文
字
か
と
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
字
画
や

書
法
が
部
分
的
で
は
あ
る
が
ど
う
見
て
も
草
書
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
よ
う

な
文
字
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
量
が
非
常
に
多
い
こ
と

秦
始
皇
帝
時
期
に
通
行
の
草
書
的
文
字

─
里
耶
秦
簡
で
わ
か
っ
た
新
事
実
─
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も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
こ
う
し
た
文
字
が
す
で
に
普
通
に
通
行

し
て
い
た
事
が
読
み
と
れ
る
。
書
道
史
的
に
、
書
体
史
的
に
遥
か
に
想
像
を
越

え
た
こ
の
新
事
実
の
出
現
は
、
書
体
、
字
形
変
遷
の
概
念
を
大
き
く
変
え
る
も

の
で
あ
り
、
再
考
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
は
さ
け
て
通
れ
な
い
。

　

拙
論
は
、
大
冊
『
里
耶
秦
簡
』
第
一
輯
・
第
二
輯
で
新
た
に
公
に
な
っ
た
秦

代
に
通
行
の
肉
筆
文
字
、
そ
の
新
事
実
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
拡
大
図
版

を
用
い
て
以
下
の
順
で
論
述
を
試
み
た
い
と
思
う
。

Ⅰ　

里
耶
秦
簡
中
に
発
生
し
た
「
隷
書
」
と
「
草
書
」
の
分
岐

　
　

─
「
道
・
遷
・
遣
」
字
に
見
る
字
形
の
変
化
─

Ⅱ　
〝 

し
ん
に
ょ
う
〟
が
着
い
た
文
字
の
全
体
的
な
状
況

Ⅲ　

広
範
に
わ
た
る
草
書
化
現
象

　
　

─
筆
路
の
移
動
と
つ
づ
け
書
き
─

Ⅳ　

結
語

　
　

─
新
事
実
の
出
現
と
書
道
史
再
考
─

Ⅰ　

里
耶
秦
簡
に
発
生
し
た
「
隷
書
」
と
「
草
書
」
の
分
岐

　
　

─
「
道
・
遷
・
遣
」
字
に
見
る
字
形
の
変
化
─

　

秦
始
皇
時
期
に
通
行
し
た
肉
筆
の
書
写
体
、
秦
隷
と
い
う
も
の
の
概
念
は
、

専
刊
の
『
里
耶
秦
簡
』
が
公
に
な
っ
た
こ
と
で
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
た
だ

単
に
秦
隷
と
い
う
一
書
体
と
し
て
の
認
識
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
く
な
っ
て
き

た
。
そ
の
字
形
と
書
法
の
中
に
想
像
を
遥
か
に
越
え
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
て
、

書
体
の
変
遷
に
深
く
関
わ
り
を
持
ち
、
こ
れ
ら
の
字
が
書
体
史
的
に
極
め
て
重

要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
隷
書
と
草
書
、

そ
の
両
者
の
発
展
上
で
の
相
互
関
係
の
実
体
は
、
こ
れ
ま
で
は
っ
き
り
掴
む
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
里
耶
秦
簡
の
新
た
な
文
字
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
そ

の
実
体
が
少
し
づ
つ
み
え
て
き
た
。
ち
な
み
に
隷
書
の
胎
動
、
草
書
の
胎
動
が

こ
れ
以
前
の
戦
国
の
包
山
楚
簡
に
遡
る
こ
と
は
、
既
に
拙
論
で
度
々
述
べ
て
き

た
。「
関
于
包
山
楚
簡
書
法
的
考
察
」（『
中
日
書
法
史
論
研
討
会
論
文
集
』
北
京
・

文
物
出
版
社
一
九
九
四
年
三
月
）、「
戦
国
包
山
楚
簡
」
─
篆
書
中
に
見
え
る
怱

卒
の
文
字
を
中
心
と
し
て
─
（『
大
東
書
道
研
究
』
一
九
九
五
年
三
月
）
な
ど
。

だ
が
、
胎
動
か
ら
以
後
の
発
達
の
状
況
は
明
確
に
は
掴
み
き
れ
て
い
な
い
。
と

こ
ろ
が
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
な
ん
と
秦
始
皇
帝
時
代
の
こ
の
時
期
に
、
隷
書
と

草
書
の
分
岐
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
出
来
事
が
起
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
拙
論
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で
は
、
こ
の
新
事
実
に
着
目
、
ま
ず
「
道
」・「
遷
」・「
遣
」
の
字
を
例
に
考
察

を
試
み
た
い
と
思
う
。

◆
「
道
」
字
に
見
る
字
形
の
変
化

　
「
道
」
字
に
つ
い
て
『
説
文
解
字
』
辵
部
に
「
首
と
辵
と
に
従
う
」
と
あ
り
、

小
篆
の
字
形
は
「

」
の
よ
う
に
偏
と
旁
、
つ
ま
り
左
右
の
関
係
で
作
ら

れ
て
い
る
。
秦
の
泰
山
刻
石
の
字
も
ま
た
同
じ
。
と
こ
ろ
で
里
耶
秦
簡
の「
道
」

字
（
図
１
①
）
で
は
、
そ
の
形
の
延
長
上
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
秦
隷
の
姿
を
示
し
、

②
で
は
、
そ
の
省
画
と
早
が
き
で
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
の
字
画
が
大
き
く
崩
れ
て

い
る
。
こ
の
①
②
で
は
、〝
し
ん
に
ょ
う
〟（
辵
）
の
終
筆
は
後
の
隷
書
の
よ
う

に
長
く
伸
び
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
終
筆
が
隷
書
の
横
意
識
に
伴
っ
て
横
に

の
び
出
す
と
、
一
気
に
字
形
に
変
化
が
起
る
。
終
筆
の
方
向
が
定
ま
ら
な
い
ま

ま
不
安
定
の
状
態
で
、
字
形
上
の
分
岐
が
始
ま
る
。
図
２
は
隷
書
方
向
へ
、
図

３
は
草
書
的
方
向
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
図

３
②
③
の
字
形
で
は
、
な
ん
と
六
画
あ
っ
た
は
ず
の
〝 

し
ん
に
ょ
う
〟
が
、

早
く
も
省
画
の
限
界
に
達
し
一
本
の
線
に
ま
で
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
秦

始
皇
時
期
に
こ
こ
ま
で
進
展
し
て
い
た
と
は
驚
き
で
、
こ
れ
ま
で
の
文
字
資
料

で
は
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
新
事
実
は
書
道
史
を
変
え
る

ほ
ど
の
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
。
記
録
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
ち
な
み
に

里
耶
秦
簡
に
「
道
」
字
は
三
十
字
近
く
出
現
す
る
が
、
一
本
の
線
状
の
草
書
形

〝
し
ん
に
ょ
う
〟
は
二
字
、
隷
書
の
波
勢
で
右
に
長
く
の
ば
し
た
隷
書
字
形
は

七
字
。
以
外
は
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
構
造
不
安
定
な
字
と
不
鮮
明
な
字
で
あ

る
。

◆
「
遷
」
字
に
見
る
字
形
の
変
化
と
書
体
の
分
岐

　
「
遷
」
字
は
、
里
耶
秦
簡
中
で
は
極
め
て
使
用
頻
度
が
高
い
。
里
耶
秦
簡
は
、

秦
代
の
地
方
行
政
文
書
で
洞
庭
郡
、
遷
陵
県
の
記
録
と
み
ら
れ
、「
遷
陵
洞
庭
」

「
遷
陵
以
郵
行
洞
庭
」
な
ど
の
記
述
が
多
く
目
に
着
く
。
簡
中
に
は
「
遷
」
字

が
頻
繁
に
現
わ
れ
る
。
里
耶
秦
簡
の
総
字
数
は
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
あ
ま
り

に
も
膨
大
な
量
で
数
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
遷
」
字
に
つ
い
て
目
を

通
し
て
み
る
と
、
不
鮮
明
な
文
字
や
字
画
が
欠
け
て
い
て
判
読
し
に
く
い
文
字

な
ど
も
含
め
、
計
六
四
〇
字
ほ
ど
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
「
遷
」
字
の
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
に
発
生
し
た
注
目
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
記

す
。「
遷
」
字
に
見
る
そ
れ
は
、
崩
れ
方
や
省
画
の
度
合
、
字
画
の
移
動
や
書

法
変
遷
上
の
変
化
な
ど
か
ら
大
別
す
る
と
、
図
４
・
５
・
６
に
掲
出
し
た
如
く

に
な
る
。「
遷
」
字
の
構
造
は
、
小
篆
で
は
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
が
偏
旁
の
関
係

に
あ
っ
て
左
側
に
位
置
し
「

」
に
な
っ
て
い
る
。
図
４
①
②
に
見
る
篆

書
の
早
が
き
で
は
、
ま
だ
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
の
位
置
は
左
右
の
関
係
に
あ
る
が
、



─ 65─

③
・
④
・
⑤
で
は
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
の
終
筆
が
の
び
出
し
て
字
形
が
崩
れ
出
す
。

線
の
長
短
が
定
ま
ら
ず
字
形
は
構
造
的
に
極
め
て
不
安
定
な
状
態
と
な
る
。
一

字
の
左
右
の
省
画
の
度
合
い
や
崩
れ
方
の
進
度
に
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
る
。

篆
書
の
概
念
か
ら
離
脱
し
た
ば
か
り
の
こ
の
字
形
は
書
体
的
に
ど
う
扱
う
の
か
、

な
ん
と
も
区
別
が
し
に
く
い
字
形
で
あ
る
。
と
に
角
、
こ
ん
な
状
態
の
字
が
多

く
通
行
し
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
ち
な
み
に
図
４
に

属
す
る
よ
う
な
類
の
文
字
は
合
計
で
四
四
〇
余
り
、
ざ
っ
と
三
分
の
二
が
こ
れ

で
あ
る
。

　

図
５
と
６
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
書
体
的
に
書
法
的
に
明
確
に
異
な
る

文
字
で
あ
る
。
図
５
は
、
秦
の
一
書
体
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
秦
隷
で
〝
し
ん
に
ょ

う
〟
の
終
筆
が
横
に
長
く
の
び
て
当
時
の
姿
を
示
す
。
各
々
の
の
ば
し
方
に
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
後
の
隷
書
に
発
展
す
る
方
向
性
が
読
み
と
れ
る
。

　

特
記
す
る
注
目
す
べ
き
事
項
は
、
図
６
に
掲
出
し
た
文
字
の
類
で
あ
る
。
新

た
に
公
に
な
っ
た
里
耶
秦
簡
で
わ
か
っ
た
驚
く
べ
き
新
事
実
で
あ
る
。
先
の

「
道
」
字
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
が
、
省
画
が
極
限
に
ま
で
達
し
、
円
轉
の
書

き
方
で
一
本
の
線
に
ま
で
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
簡
略

草
書
化
し
た
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
の
出
現
は
、
こ
の
時
期
に
ま
っ
た
く
前
例
が
な

く
、
書
体
史
に
お
け
る
大
き
な
出
来
事
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。
そ
れ
に
し
て

も
左
右
省
画
の
仕
方
は
あ
ま
り
に
も
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
る
。
秦
始
皇
時
期
に
秦
隷

と
草
書
的
文
字
が
混
交
し
て
通
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
想
像

も
つ
か
な
か
っ
た
事
で
あ
り
、
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
遷
」
字
は

里
耶
秦
簡
中
で
優
に
六
〇
〇
字
を
越
え
る
が
、
こ
の
類
の
字
は
一
三
字
を
確
認

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

◆
「
遣
」
字
に
見
る
字
形
の
変
化

　
「
遣
」
字
は
、
小
篆
で
は
「

」
に
作
る
。
図
７
は
そ
の
早
が
き
の
字

形
で
あ
る
が
、
図
８
で
は
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
が
省
画
で
簡
略
に
な
り
、
そ
の
字

形
は
書
体
的
に
は
説
明
し
に
く
い
不
安
定
な
状
態
に
な
る
。
ま
る
で
生
き
も
の

が
脱
皮
す
る
時
の
よ
う
な
瞬
間
瞬
間
の
一
コ
マ
を
見
る
が
如
き
で
あ
る
。
字
形

の
崩
れ
方
と
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
先
の
「
道
・
遷
」
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同

じ
で
あ
る
。
図
９
は
秦
隷
。
図
10
は
極
端
に
ま
で
簡
略
に
な
っ
た
円
転
の
草
書

の
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
を
含
む
文
字
。
里
耶
秦
簡
に
は
、
書
体
的
に
書
法
的
に
ま

っ
た
く
性
質
の
異
な
る
二
つ
の
書
体
が
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
書
体
の
分

岐
は
、
こ
の
字
に
お
い
て
も
同
様
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
当
時
に
広
く
通

行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
遣
」
字

は
、
里
耶
秦
簡
中
に
五
十
字
近
く
現
れ
る
が
、
そ
の
中
で
図
10
の
よ
う
な
円
転

の
一
本
線
の
字
は
、
こ
の
五
字
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
比
率
で
は
約
一
〇
％

の
状
況
で
あ
る
。

　

里
耶
秦
簡
は
、
総
体
的
に
横
意
識
の
波
勢
や
波
磔
を
持
っ
た
隷
書
へ
の
方
向
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性
を
示
す
字
は
極
端
に
少
な
い
。
ほ
ぼ
同
時
期
の
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
」
に
見

る
秦
隷
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

Ⅱ  〝 

し
ん
に
ょ
う
〟
が
着
い
た
文
字
の
全
体
的
な
状
況

　

こ
れ
ま
で
「
道
・
遷
・
遣
」
の
三
字
を
取
り
上
げ
、
里
耶
秦
簡
の
新
事
実
に

つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
出
来

事
は
、
こ
れ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
文
字
数
は
計
二
九
字
。
そ
の
文
字
の

使
用
数
の
総
計
は
不
鮮
明
な
文
字
を
含
め
八
〇
〇
字
を
越
え
る
。
全
体
を
俯
瞰

す
る
と
例
の
草
書
の
書
き
方
の
字
は
図
12
に
掲
出
し
た
如
く
多
く
の
字
で
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
う
し
た
現
象
が
起
こ
っ
た
の
か
、
ど
う
し
て

こ
の
時
期
に
こ
こ
ま
で
進
行
し
て
い
る
の
か
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
り
、

秦
始
皇
時
代
に
お
け
る
文
字
変
遷
の
も
う
一
つ
の
新
た
な
事
実
と
し
て
記
録
し

て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

と
こ
ろ
で
図
11
は
隷
意
を
含
む
字
形
だ
が
、
図
１
２
に
掲
出
し
た
文
字
は
全

て
例
の
書
き
方
の
一
本
線
状
の
〝
し
ん
に
ょ
う
〟
を
含
む
文
字
。
里
耶
秦
簡
中

で
こ
の
種
の
使
用
数
は
四
〇
字
に
近
い
。〝
し
ん
に
ょ
う
〟
全
体
と
し
て
の
比

率
は
五
％
弱
。
ち
な
み
に
各
々
の
字
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
記
せ
ば
、
四
〇
字

近
く
出
現
す
る
「
過
」
字
な
ど
で
は
、
一
〇
％
を
越
え
る
も
の
も
あ
る
。
文
字

の
使
用
例
が
僅
か
四
字
以
内
の
「
逢
・
運
・
迺
」
な
ど
で
も
、
各
々
そ
の
中
の

一
字
が
例
の
書
き
方
で
書
か
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
度
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
左
右
省
画
の
度
合
い
と
進
度
に
は

極
端
な
差
異
が
あ
り
、
構
造
的
に
左
右
が
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
る
こ
と
は
、
共
通
す

る
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
こ
ん
な
事
が
突
然
に
起
る
と
は
考
え
に
く
い
。
前
例

が
な
い
一
字
の
組
み
合
わ
せ
だ
け
に
、
書
体
的
に
も
こ
れ
ま
で
の
認
識
で
は
整

理
で
き
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
秦
代
の
ほ
ぼ
同
時
期
の

文
字
資
料
「
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
」
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
象

で
あ
る
。
里
耶
秦
簡
に
現
わ
れ
た
こ
の
異
常
と
も
言
え
る
新
事
実
に
接
す
る
と
、

同
時
期
に
あ
る
い
は
こ
れ
以
前
に
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
出
来
事
が
起
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
こ
の

件
に
関
し
て
は
考
察
す
べ
き
こ
と
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ　

広
範
に
わ
た
る
草
書
化
現
象

　
　

─
筆
路
の
移
動
と
つ
づ
け
書
き
─

　

里
耶
秦
簡
中
に
発
生
し
た
字
画
の
省
画
や
線
の
点
状
化
現
象
に
つ
い
て
は
、

本
稿
以
前
に
拙
論
で
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
里
耶
秦
簡
に
広
範
囲
に
わ
た

っ
て
発
生
し
た
筆
路
の
移
動
と
つ
づ
け
書
き
の
現
象
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。

こ
の
事
は
時
代
的
に
書
道
史
的
に
こ
れ
ま
で
の
認
識
で
は
想
定
外
の
こ
と
で
あ

り
、
広
範
に
わ
た
る
こ
の
状
況
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
新
事
実
と



─ 67─

し
て
書
い
て
お
き
た
い
。
最
初
に
「
年
」
字
の
そ
れ
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
れ

以
下
に
取
り
上
げ
る
各
々
の
文
字
に
つ
い
て
は
省
略
に
記
す
。

　
「
年
」
字
は
小
篆
で
は
「

」
の
よ
う
に
作
り
、
古
く
金
文
で
は 

「

」
の
よ
う
に
作
る
。
図
13
〜
17
に
掲
出
し
た
文
字
は
全
て
「
年
」
字
で

あ
る
。「
年
」
字
は
、
里
耶
秦
簡
で
は
記
載
内
容
の
関
係
で
〝 

何
年
何
月
〟
で

始
ま
る
簡
が
多
く
「
年
」
字
が
頻
繁
に
現
わ
れ
る
。
字
画
が
不
鮮
明
な
文
字
を

除
き
判
読
で
き
る
文
字
は
四
〇
〇
字
を
越
え
る
。
図
13
①
は
ま
だ
篆
書
の
字
画

と
大
差
が
な
い
が
、
②
③
で
は
次
第
に
篆
書
か
ら
離
れ
て
行
く
姿
が
見
え
る
。

里
耶
秦
簡
の
「
年
」
字
の
多
く
は
こ
の
類
で
あ
る
。
図
14
は
篆
書
の
怱
卒
の
早

が
き
で
続
け
書
き
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
文
字
と
し
て
は
考
え
ら
れ

な
い
新
た
な
動
き
が
始
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
草
書
方
向
へ
の
動
き
が
読
み
と

れ
る
の
で
あ
る
。
図
15
は
、
篆
書
の
字
画
を
残
存
す
る
が
、
横
画
に
波
勢
が
見

え
る
秦
隷
の
体
。
こ
の
類
の
字
は
五
〇
字
強
。
図
16
で
は
な
ん
と
篆
書
に
あ
っ

た
数
本
の
斜
画
が
消
え
て
い
る
。
単
純
に
横
画
数
本
を
重
ね
た
状
態
に
な
り
、

早
く
も
後
の
草
書
字
形
に
通
ず
る
形
に
姿
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
類

の
字
は
非
常
に
少
な
く
図
に
掲
出
し
た
だ
け
の
三
字
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
タ
テ

長
で
横
意
識
が
な
く
隷
書
へ
の
方
向
性
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
篆
書
本
来

の
形
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
形
に
ま
で
変
貌
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
図
17
に

出
し
た
①
②
③
④
は
、
こ
の
時
期
に
初
出
を
見
る
注
目
す
べ
き
続
け
書
き
の
文

字
。
な
ん
と
も
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
字
形
か
ら
は
、
続
け
書
き
の
意
識

が
明
確
に
読
み
と
れ
る
。
書
体
と
し
て
ど
う
扱
う
べ
き
な
の
か
。
ち
な
み
に
こ

の
続
け
書
き
の
「
年
」
字
は
、
部
分
的
な
続
け
書
き
の
文
字
も
含
め
里
耶
秦
簡

中
に
二
〇
余
字
出
現
す
る
。「
年
」
字
の
横
画
部
分
を
三
本
に
書
い
た
り
す
る

や
り
方
は
、
ず
っ
と
後
の
王
羲
之
・
十
七
帖
（

・

）
の
草
書
に

通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ざ
っ
と
五
〇
〇
年
も
前
に
既
に
こ
の
よ
う
な
書
き
方

の
動
き
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

図
18
以
下
に
つ
い
て
は
簡
略
に
記
す
。
図
18
①
「
何
」。
筆
順
、
筆
路
が
す

っ
か
り
変
り
、「
口
」
と
「
亅
」
が
続
け
書
き
に
な
っ
て
一
つ
に
な
る
。
篆
書

に
も
隷
書
に
も
な
い
書
き
方
で
草
書
の
そ
れ
と
共
通
点
が
見
え
る
。
②
「
可
」、

③
「
寄
」
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の
書
き
方
。
図
19
①
「
來
」。
筆
路
が
篆
書
、

隷
書
と
は
縁
の
な
い
よ
う
な
形
に
ま
で
変
化
し
て
い
る
。
続
け
書
き
の
状
態
は
、

草
書
の
そ
れ
と
大
差
な
い
。
ち
な
み
に
後
の
王
羲
之
・
十
七
帖
に
見
る
形
は
、

こ
れ
に
似
た
「

」
に
作
ら
れ
て
い
る
。
②
「
稟
」。
こ
の
字
の
下
部

「
禾
」
は
、
筆
順
、
筆
路
に
移
動
が
あ
る
。
後
の
草
書
の
書
き
方
と
の
接
点
が

読
み
と
れ
る
。
図
20
①
「
定
」。
こ
の
下
部
で
は
、
も
と
の
字
画
を
と
ど
め
ず

一
本
線
で
ゆ
ら
い
だ
続
け
書
き
状
態
に
ま
で
変
貌
し
て
い
る
。
②
「
徒
」、
③

「
從
」
の
終
わ
り
の
部
分
の
書
き
方
も
ま
っ
た
く
同
じ
や
り
方
。
図
21
①
「
益
」、

②
「
監
」、
③
「
盡
」
は
、
い
ず
れ
も
下
に
「
皿
」
が
つ
く
が
、
続
け
書
き
で

最
後
の
字
画
が
「

」
形
の
状
態
で
書
き
終
る
。
草
書
に
通
ず
る
こ
ん
な
書

き
方
が
早
く
も
当
時
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
図
22
①
「
陵
」、
②
「
陽
」
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は
、
こ
ざ
と
へ
ん
が
図
に
示
し
た
如
く
の
状
態
。
こ
こ
ま
で
く
ず
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
旁
は
篆
書
で
不
釣
り
合
い
な
が
ら
偏
で
は
草
書
へ
の
方
向
性
が
感
じ

ら
れ
る
。
図
23
①
「
發
」
で
は
、
下
部
の
「
弓
」
部
分
が
、
伸
び
て
草
書
の
そ

れ
と
見
紛
う
ほ
ど
の
形
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
②
「
癸
」。
こ
の
字
の
は
つ
が

し
ら
は
篆
書
風
で
あ
る
の
に
、
下
部
は
ま
っ
た
く
異
な
る
続
け
書
き
の
草
書
状

態
。
な
ん
と
も
上
下
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
の
結
体
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
よ
う
に
里
耶
秦
簡
中
で
は
、
こ
の
字
の
如
く
上
下
、
あ
る
い
は
左
右
の
関
係

が
不
釣
り
合
い
の
字
が
多
く
目
に
着
く
。
別
な
言
い
方
を
す
る
と
、
部
分
的
に

極
限
に
ま
で
く
ず
し
た
草
書
的
書
き
方
が
一
字
中
に
混
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

Ⅳ　

結
語

　
　

─
新
事
実
の
出
現
と
書
道
史
再
考
─

　

里
耶
秦
簡
に
出
現
し
た
新
事
実
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
結
論
を
あ
ら
た
め

て
総
括
す
る
と
以
下
の
如
く
に
な
る
。

　　

①
秦
始
皇
時
期
に
、
想
定
外
の
隷
書
と
草
書
の
分
岐
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
。

　

② 

そ
の
分
岐
の
状
態
が
、
意
外
に
も
横
意
識
の
隷
書
方
向
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
草
書
方
向
へ
の
傾
向
が
強
い
こ
と
。

　

③ 

一
文
字
中
で
部
分
的
で
は
あ
る
が
極
限
に
ま
で
簡
略
に
な
っ
た
草
書
的
文

字
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
。

　

④ 

偏
旁
の
書
き
方
、
進
展
の
度
合
い
が
極
端
に
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
、
書
体
的

に
分
類
し
に
く
く
扱
い
に
く
い
文
字
が
少
な
か
ら
ず
通
行
し
て
い
た
こ
と
。

　

⑤ 

小
篆
を
中
心
と
し
た
秦
代
に
、
秦
隷
と
同
居
し
て
草
書
的
文
字
が
使
用
さ

れ
て
い
た
と
。

　

以
上
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
。

　

里
耶
秦
簡
に
出
現
し
た
新
事
実
は
、
戦
国
包
山
楚
簡
に
見
る
草
書
の
胎
動
か

ら
発
生
（
前
漢
）
に
至
る
間
の
草
書
の
変
遷
の
経
路
を
探
る
資
料
と
し
て
極
め

て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
草
書
は
漢
字
の
書
体
と
し
て
は
一
番
簡
略
に

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、『
説
文
解
字
』
の
序
に
「
漢
興
っ
て
草
書
あ
り
」
と
あ

る
が
草
書
の
発
生
は
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
り
も
ず
っ
と
古
い
だ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
草
書
は
隷
書
の
早
書
き
、
俗
に
草
隷
と
い
う
も
の
や
波
磔

を
持
っ
た
章
草
あ
た
り
か
ら
芽
ば
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ま
か
い
事

は
わ
か
ら
な
い
。
新
た
め
て
秦
代
の
書
の
一
面
を
理
解
し
、
草
書
と
い
う
も
の

の
生
い
立
ち
を
考
究
す
る
上
で
里
耶
秦
簡
の
こ
れ
ら
の
文
字
資
料
は
大
変
示
唆

に
富
む
。
書
道
史
の
再
考
が
生
じ
て
き
た
。

　

甚
だ
気
の
き
か
ぬ
こ
と
だ
が
、
私
の
所
見
を
ま
と
め
て
書
い
て
み
た
。
専
家

の
方
々
の
ご
叱
正
を
賜
り
た
い
。
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「
道
」　　

説
文
小
篆

図
１ 

①

図
３ 

①

図
２ 

①

 

②

 

②

 

②

 

③

 

③

 

③

 

④

 

④

8−665

9−1976

9−736

9−1801

9−2319

9−713

8−1484

9−511

8−1007

8−15628−1562
9−571
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「
遷
」
図
４ 

①

図
５ 

①

 

②

 

②

 

④

 

⑤

 

⑥

 

⑦

 

③

 

③

 

④

 

⑤

 

⑥

図
６ 

①

②

③

④

⑤

8−1838

9−23

9−23

8−475

8−2049

8−338

9−292

9−2314

9−2674

9−33

9−46

9−24

8−1516

9−956

8−90

8−897

8−1644

8−432
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「
遣
」　　

説
文
小
篆

図
７ 

①

図
10 

①

図
９ 

①

②

②

③

図
８ 

①

 

②

 

②

 

③

 

④

 

②

 

③

 

④

9−982

8−278

9−634
9−22

8−1563

9−159

8−213
9−982

8−539

9−713

8−1558

8−1090

8−2023

9−993
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図
11　

①
進

②
通

③
連

図
12　

①
適

②
遺

⑥
逢

⑨
造

⑩
過

⑪
蓬

⑫
迺

③
逐

⑦
追

⑧
遝 ④

連

⑤
運

8−1817

8−2014

8−2014

9−2877

8−1493

8−1799

8−538

8−1688

9−2001

8−1558

8−2085

9−572
9−572

8−1138

9−503

8−31
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「
年
」　

説
文
小
篆　

頌
鼎
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