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は
じ
め
に

十
九
世
紀
末
に
発
見
さ
れ
た
甲
骨
文
字
は
、
主
に
殷
王
朝
の
後
期
（
紀
元
前
十
三

〜
十
一
世
紀
）
に
作
ら
れ
た
文
字
資
料
で
あ
る①
。
こ
れ
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
拓
本
・

摸
本
は
、
約
七
万
片②
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
文
字
数
は
お
そ
ら
く
百
万
字③
ほ
ど
に
な
る

だ
ろ
う
。

百
年
余
り
に
わ
た
る
研
究
の
結
果
、
ほ
と
ん
ど
の
甲
骨
文
字
に
つ
い
て
お
お
ま
か

な
字
義
が
判
明
し
て
い
る
。
甲
骨
文
字
に
は
、
後
代
に
残
ら
な
か
っ
た
文
字
（
亡
失

字
）
も
多
く
、
意
味
上
の
正
確
な
定
義
が
分
か
ら
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

字
形
や
用
法
な
ど
を
元
に
、「
動
詞
（
Γ
・
Δ
な
ど
）」「
祭
祀
名
（
Ε
・
Ζ④
な
ど
）」「
人

名
（
Β
・
Α
な
ど
）」
の
よ
う
に
お
お
ま
か
な
判
断
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
現
在
、
科
学
研
究
費
の
課
題
と
し
て
、
漢
字
の
字
源
（
成
り
立
ち
）
を
研
究

し
て
い
る
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
一
般
的
な
日
本
語
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
利
用
可

能
な
甲
骨
文
字
の
全
文
検
索
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
制
作
し
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
文
字
コ
ー
ド
で
あ
る
。
も
し
、
甲
骨

文
字
に
つ
い
て
現
在
の
漢
字
（
楷
書
）
と
は
全
く
別
の
文
字
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
場

合
、
検
索
文
字
の
入
力
が
非
常
に
不
便
に
な
る⑤
。
そ
の
た
め
、
楷
書
の
文
字
コ
ー
ド

に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
が
、
甲
骨
文
字
を
楷
書
に
置
き
な
お
す

方
法
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
字
形
を
重
視
す
る
も
の
と
字
義
を
重
視
す
る
も
の
の

二
種
類
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
前
者
を
「
隷れ

い
て
い定

」、
後
者
を
「
字じ

し
や
く釈

」
と
呼
ぶ⑥
。

例
え
ば
、
甲
骨
文
字
で
「
く
も
（clou

d

）」
を
意
味
す
る
「
ロ
」
は
、
楷
書
の
字
形

と
し
て
は
「
云
」
の
部
分
に
あ
た
る
が
、
後
代
に
「
云
」
が
「
い
う
」
の
意
味
で
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
原
義
に
つ
い
て
は
天
候
に
関
係
す
る
こ
と
を
表
す

意
符
（
意
味
符
号
）
と
し
て
「
雨
」
が
付
さ
れ
、「
雲
」
の
字
形
が
作
ら
れ
た
。
従
っ

て
、「
ロ
」
は
隷
定
が
「
云
」、
字
釈
は
「
雲
」
と
な
る
。

な
お
、
個
々
の
漢
字
が
持
つ
要
素
に
は
、
字
形
・
字
義
の
ほ
か
に
字
音
（
発
音
）
が

あ
る
が
、
殷
代
の
漢
字
に
つ
い
て
は
字
音
が
判
明
し
て
い
な
い
た
め
、
必
然
的
に
甲

骨
文
字
の
分
類
は
字
形
と
字
義
に
拠
る
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
・
カ
ー
ル
グ
レ
ン
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⑦
や
藤
堂
明
保
『
漢
字
語
源
辞
典⑧
』
な
ど

は
、
上
古
音
の
復
元
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
上
古
音
」
と
は
、『
詩
（
詩
経
）』
な

ど
に
よ
っ
て
周
代
以
降
の
発
音
を
復
元
し
た
も
の
で
あ
り
、
殷
代
ま
で
は
遡
ら
な
い

の
で
あ
る
。

さ
て
、「
隷
定
」
と
「
字
釈
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
利
点
が
あ
る
。
隷
定
は
字

形
を
元
に
す
る
た
め
、
甲
骨
文
字
の
字
形
を
研
究
す
る
上
で
は
有
用
で
あ
る
が
、
筆

者
は
字
源
研
究
お
よ
び
甲
骨
文
字
の
字
典
製
作
と
い
う
観
点
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

構
築
す
る
た
め
、
甲
骨
文
字
の
字
義
を
重
視
し
、
字
釈
に
よ
っ
て
文
字
コ
ー
ド
と
の

対
応
を
決
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

し
か
し
、
従
来
の
甲
骨
文
字
索
引
や
釈
文
、
あ
る
い
は
字
典
な
ど
で
は
、
字
種
（
辞

典
で
言
え
ば
親
字
に
あ
た
る
）
を
決
め
る
う
え
で
統
一
し
た
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
第
一
節
で
各
先
行
研
究
に
お
け
る
甲
骨
文
字
種
の

甲
骨
文
字
の
字
種
整
理
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分
類
方
法
を
確
認
す
る
。

ま
た
、
実
際
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
際
に
は
、
従
来
の
方
法
で
は
機
能
に

不
備
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
第
二
節
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
適
し
た
字

釈
の
方
法
を
提
示
し
、
従
来
の
研
究
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
節

で
は
、
本
稿
の
方
法
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
字
種
の
数
字
を
提
示
し
、
そ
の
意
義
に

つ
い
て
述
べ
る
。

な
お
、
現
存
の
漢
字
資
料
と
し
て
は
、
一
定
の
数
量
が
あ
る
も
の
は
甲
骨
文
字
を

最
古⑨
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
西
周
金
文
や
篆
書
な
ど
に
継
承
さ
れ
、
最
終
的
に
現
在

の
字
形
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
字
種
分
類
の
方
法
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、
甲
骨
文

字
研
究
の
み
な
ら
ず
、
漢
字
史
研
究
の
上
で
も
重
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

第
一
節　

甲
骨
文
字
の
字
種
分
類
法

甲
骨
文
字
と
は
、
亀
甲
や
獣
骨
を
用
い
た
占
卜
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
使
用
し

た
甲
骨
に
直
接
刻
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
字
形
は
、
当
時
の
彫
刻
職
人
が
手

作
業
で
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
た
め
、
同
一
字
で
あ
っ
て
も
個
々
の
文
字
に
は
微
細
な

違
い
が
あ
り
、
百
万
の
文
字
が
あ
れ
ば
百
万
種
の
字
形
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
一
般
に
は
、
字
形
の
微
細
な
違
い
は
同
一
字
と
し
て
統
合
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
図
表
1
の
甲
骨
文
字
は
い
ず
れ
も
「
貞
（
Π⑩
）」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
線
の
長

さ
や
太
さ
、
交
点
の
角
度
、
あ
る
い
は
部
分
ご
と
の
大
き
さ
の
比
率
な
ど
に
違
い
が

あ
る
が
、
文
字
全
体
で
見
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
同
一
の
字
形
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で

き
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
現
在
の
字
形
（
楷
書
）
で
も
同
様
で
あ
り
、手
書
き
の
文
字
は
た

と
え
同
一
人
物
の
も
の
で
も
微
細
な
違
い
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
違
い
を
統
合
し
て

情
報
を
伝
達
で
き
る
の
が
文
字
の
長
所
で
あ
る
。

ま
た
、甲
骨
文
字
で
は
左
右
を
入
れ
代
え
た
形
も
同
一
字
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、

例
え
ば
目
の
象
形
で
あ
る
「
Η
」
は
、「
Θ
」
の
向
き

で
あ
っ
て
も
同
一
の
意
味
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
目

（eye

）」
を
意
味
し
て
用
い
ら
れ
る⑪
。

こ
れ
ら
を
統
合
す
る
と
、
甲
骨
文
字
の
字
形
数
は
大

幅
に
減
少
す
る
。
筆
者
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
に
伴

い
、
一
般
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
使
用
可
能
な
甲
骨
文

字
フ
ォ
ン
ト
を
製
作
し
て
い
る
が
、
線
の
太
さ
や
長
さ

な
ど
は
区
別
せ
ず
、
画
数
や
点
の
数
の
違
い
が
あ
る
場

合
に
別
の
形
と
し
て
お
り
、
こ
の
方
法
で
は
字
形
の
数

は
約
一
万
に
ま
と
め
ら
れ
る⑫
。

さ
ら
に
、
沈
建
華
・
曹
錦
炎
『
甲
骨
文
字
形
表⑬
』（
以
下
、『
字
形
表
』
と
す
る
）
で

は
、
点
の
数
や
き
わ
め
て
短
い
線
の
有
無
な
ど
を
統
合
す
る
方
法
を
用
い
て
お
り
、

挙
げ
ら
れ
た
字
形
は
六
二
一
一
に
整
理
さ
れ
て
い
る⑭
。

例
え
ば
、
甲
骨
文
字
に
は
「
疾
」
を
意
味
す
る
「
Υ
」（
隷
定
は
「
疒だ

く

」
に
あ
た
る
）

が
あ
り
、人
（
Ψ
）
が
寝
台
で
あ
る
爿し

よ
う（

Ω
）
に
寝
て
い
る
様
を
表
し
て
い
る
。
こ
の

文
字
に
は
人
体
か
ら
出
る
汗
（
血
液
か
も
し
れ
な
い
）
を
表
し
た
小
点
を
加
え
た
異
体

字
が
多
く
、「
Ρ
」「
Τ
」「
Χ
」「
Φ
」「
Σ
」
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、『
字
形
表
』

で
は
類
似
す
る
字
体
を
整
理
し
（「
Τ
」
や
「
Χ
」
な
ど
は
「
Ρ
」
に
統
合
）、
三
つ
の
字

体
の
み
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
姚
孝
遂
主
編
『
殷
墟
甲
骨
刻
辞
類
纂⑮
』（
以
下
、『
類
纂
』
と
す
る
）
で
は
、

『
字
形
表
』
よ
り
も
さ
ら
に
字
形
が
ま
と
め
ら
れ
、
冒
頭
の
目
次
部
分
（
字
形
総
表
）

で
は
四
六
一
八
の
字
形
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
字
形
に
よ
る
分
類
に
は
様
々
な
方
法
が
あ
り
、
異
体
字
を
多
く
認

め
れ
ば
一
万
程
度
に
な
り
、
積
極
的
に
異
体
字
を
統
合
す
れ
ば
五
千
以
下
に
な
る
。

字
種
の
分
類
は
、
定
義
に
よ
っ
て
一
つ
の
文
字
に
含
ま
れ
る
字
形
や
字
義
の
範
囲
が

変
わ
る
た
め
、
結
果
と
し
て
算
出
さ
れ
る
字
種
数
も
異
な
る
の
で
あ
る
。

図表 1　「貞（Π）」字の字形例（左
から『甲骨文合集』6409、同 10085、
同 12077）
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さ
ら
に
、
甲
骨
文
字
の
段
階
で
画
数
や
点
の
数
な
ど
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
楷
書

に
至
る
過
程
で
ひ
と
つ
の
字
形
に
な
っ
た
場
合
、
隷
定
で
は
同
一
字
と
し
て
扱
わ
れ

る
。
例
え
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
Υ
」・「
Ρ
」・「
Χ
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
人
が
寝
台

に
寝
て
い
る
様
子
を
表
し
た
文
字
で
あ
る
か
ら
、
楷
書
で
は
全
て
人
と
爿
を
合
わ
せ

た
「
疒だ

く

」
の
形
で
表
現
で
き
る
。

た
だ
し
、
字
形
の
違
い
が
大
き
く
な
れ
ば
、
隷
定
し
た
場
合
に
も
異
な
る
形
と
な

る
。
例
え
ば
、
甲
骨
文
字
に
は
「
疾
（
疒
）」
と
同
様
の
意
味
を
表
す
字
形
と
し
て

「
α
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
人
の
正
面
形
で
あ
る
大
（
γ
）
と
矢
（
δ
）
か
ら
成
り
、
戦

傷
を
表
し
た
文
字
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
隷
定
は
「
疒
」
で
は
な
く
「
β
」
の
よ
う

に
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
隷
定
を
行
う
と
、
字
種
の
総
数
は
字
形
に
よ
る
分
類
よ
り
も
さ

ら
に
減
少
し
、隷
定
を
中
心
に
文
字
分
類
を
お
こ
な
っ
た
『
字
形
表
』
は
、四
〇
二
六

字
に
字
種
を
分
類
し
て
い
る
。『
字
形
表
』に
は
異
な
る
隷
定
字
を
統
合
し
て
い
る
も

の
が
若
干
あ
る
た
め
、
正
確
な
数
字
で
は
な
い
が
、
本
稿
は
字
種
分
類
の
方
法
を
述

べ
る
も
の
で
あ
っ
て
字
種
数
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
の
で
、
甲

骨
文
字
の
隷
定
字
を
概
数
で
四
千
余
字
と
し
て
お
く
。

こ
こ
ま
で
は
、
従
来
の
研
究
の
う
ち
字
形
を
中
心
に
し
た
字
種
分
類
に
つ
い
て
述

べ
た
。
次
に
字
義
に
よ
る
分
類
方
法
を
述
べ
る
。
甲
骨
文
字
を
含
め
、
漢
字
は
字
形

（
視
覚
情
報
）
を
通
し
て
字
義
（
意
味
情
報
）
を
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、資
料
を

読
解
す
る
際
に
は
字
形
に
よ
る
隷
定
よ
り
も
字
義
に
よ
る
字
釈
が
重
要
と
な
る
。

字
釈
に
よ
る
甲
骨
文
字
の
字
種
分
類
に
つ
い
て
、
最
も
早
く
総
合
的
に
行
っ
た
の

は
、
一
九
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た
島
邦
男
『
殷
墟
卜
辞
綜
類⑯
』
で
あ
り
、
さ
ら
に

一
九
七
一
年
に
は
、収
録
字
数
を
増
し
た
『
増
訂
殷
墟
卜
辞
綜
類⑰
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
、
約
四
万
片
を
収
め
る
『
甲
骨
文
合
集⑱
』
な
ど
が
発
表
さ
れ
る
前
の
研
究

で
あ
り
、
未
収
録
の
文
字
も
多
い
が
、
そ
れ
で
も
『
増
訂
殷
墟
卜
辞
綜
類
』
で
は

三
〇
九
五
の
見
出
し
文
字
を
設
け
て
い
る
。

そ
の
後
、『
甲
骨
文
合
集
』
な
ど
を
元
に
文
字
整
理
を
お
こ
な
っ
た
の
が
『
類
纂
』

で
あ
り
、
合
計
し
て
三
六
七
三
の
見
出
し
文
字
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は

別
に
、
松
丸
道
雄
・
高
嶋
謙
一
『
甲
骨
文
字
字
釈
総
覧⑲
』
で
も
、
先
行
研
究
で
字
釈
・

隷
定
・
字
源
説
な
ど
が
提
示
さ
れ
た
も
の
に
限
定
し
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
三
千

を
大
き
く
超
え
、
三
三
九
一
の
見
出
し
文
字
が
あ
る
。
こ
う
し
た
字
義
に
よ
る
分
類

に
つ
い
て
も
、
隷
定
字
と
同
じ
く
概
数
と
し
、
先
行
研
究
の
字
種
数
を
三
千
数
百
字

と
し
て
お
く
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
け
る
字
義
に
よ
る
分
類
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
共
通
す

る
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
字
形
に
強
い
共
通
点
が
あ
り
、
か
つ
用
法
（
品
詞
や
前
後

の
文
章
か
ら
判
断
さ
れ
る
）
が
類
似
す
る
場
合
の
み
同
一
字
と
見
な
す
傾
向
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
甲
骨
文
字
に
は
、
座
っ
た
人
が
武
器
で
あ
る
戈か

（
θ
）
を
持
っ
て
い
る

形
が
複
数
あ
り
、「
ε
」
と
「
ζ
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
字
形
に
よ
る
隷
定
は
「
η⑳
」

で
あ
り
、
ま
た
字
義
と
し
て
は
軍
事
攻
撃
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
座
っ

た
人
が
手
を
伸
ば
し
た
形
の
「

け
き

」
の
部
分
が
若
干
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
後
者
に

は
祭
祀
名
と
し
て
の
用
法
が
一
例
だ
け
見
ら
れ
る
た
め
、
同
一
字
で
あ
る
こ
と
の
確

証
が
得
ら
れ
ず
、『
類
纂
』
な
ど
は
両
者
を
別
字
と
し
て
い
る㉑
。

こ
う
し
た
方
法
は
、
い
わ
ば
「
慎
重
な
判
断
」
で
あ
り
、
学
術
的
な
観
点
か
ら
一

つ
の
方
法
と
し
て
成
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
字
義
に
よ
る
分
類
は
こ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
別
の
方
法
も
可
能
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
字
義
に
基
づ
く
字
種
分

類
に
つ
い
て
、
新
し
い
方
法
を
述
べ
る
。

第
二
節　

積
極
的
な
字
種
整
理

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
け
る
字
義
か
ら
の
字
種
分
類
に
は
、
字

形
に
強
い
共
通
点
が
あ
り
、
か
つ
用
法
も
類
似
す
る
場
合
の
み
同
一
字
と
見
な
す
傾
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向
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
字
種
か
ら
の
分
類
方
法
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
先
行
研
究
が
「
慎
重

な
判
断
」
だ
と
す
れ
ば
、「
大
胆
な
判
断
」
も
可
能
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
従
来
の

分
類
と
は
逆
に
、「
確
実
に
別
字
と
は
見
な
せ
な
い
も
の
を
同
一
字
と
す
る
」
と
い
う

方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
大
幅
に
字
種
が
整
理
で
き
る
の
で
あ
る
。

字
形
が
大
き
く
異
な
る
異
体
字
が
用
い
ら
れ
る
例
と
し
て
、
そ
の
一
つ
に
部
首
の

置
換
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
牛
（
λ
）
は
牛
の
頭
部
の
象
形㉒
、
羊
（
μ
）
は
羊
の

頭
部
の
象
形
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
成
り
立
ち
が
異
な
り
、
甲
骨
文
字
で
も
単
独
で
は

明
確
に
識
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
牛
（
λ
）
に
加
え
て
そ
れ

を
追
う
た
め
の
棒
を
手
に
持
っ
た
形
の
攴ほ

く
（
ν
）
を
合
わ
せ
た
文
字
は
「
牧
（
ξ
）」

で
あ
る
が
、
異
体
字
に
羊
を
用
い
た
「
ο
」
の
字
形
が
あ
る
（
こ
の
場
合
は
隷
定
が

「
π
」
に
な
る
）。
い
ず
れ
も
、「
家
畜
を
追
う
さ
ま
」
を
表
し
た
文
字
で
あ
り
、
こ
の

場
合
に
は
牛
と
羊
が
会
意
文
字
の
部
分
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。

同
様
に
、甲
骨
文
字
の
部
首
と
し
て
は
、道
の
四
つ
辻
の
象
形
で
あ
る
行
（
σ
）
と

そ
の
略
体
の
彳て

き
（
τ
）
は
相
互
に
入
れ
代
わ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
『
類
纂
』
で

は
、「
υ
」
と
「
φ
」
を
別
字
と
す
る㉓
が
、「
τ
」
と
「
σ
」
を
入
れ
代
え
た
だ
け
で

あ
り
、
同
字
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
。

前
掲
の
「
ε
」
と
「
ζ
」
に
つ
い
て
も
、
祭
祀
名
と
し
て
の
用
法
に
つ
い
て
は
異

な
る
が
、
主
な
用
法
で
あ
る
軍
事
行
動
と
し
て
の
字
義
は
一
致
し
て
い
る
。
甲
骨
文

字
で
は
、既
存
の
文
字
を
祭
祀
名
な
ど
に
用
い
る
こ
と
も
多
く
、例
え
ば
、「
舌
（
ι
）」

は
、
口
（
κ
）
か
ら
舌
を
出
し
た
様
子
を
表
し
た
象
形
文
字㉔
で
あ
り
、
甲
骨
文
字
で

も
「
舌
（ton

gu
e

）」
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
祭
祀
名
や
職
能

名
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
。
従
っ
て
、「
ε
」
と
「
ζ
」
も
同
一
字
の
異
体
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
部
首
は
置
換
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
付
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え

ば
、「
З
」
は
大
（
γ
）
を
上
下
逆
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
甲
骨
文
字
で
は
逆
向
き
に

進
む
様
子
を
表
し
て
用
い
ら
れ
、
隷
定
は
「
げ
き

」
で
あ
り
、「
逆
」
の
初
文
に
あ
た

る
。
そ
し
て
、
甲
骨
文
字
で
は
、
す
で
に
繁
文
（
後
起
の
字
形
）
と
し
て
彳
（
τ
）
と

止
（
Й
）
を
加
え
た
異
体
字
（
И
）
も
見
ら
れ
る
。
彳
は
道
で
あ
り
、止
は
足
（
足
首
）

の
象
形
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
歩
行
を
象
徴
す
る
。
彳
と
止
を
合
わ
せ
た
辵ち

や
くは

、
楷
書

の
部
首
と
し
て
は
「
辶
」
の
形
に
あ
た
り
、

と
辶
で
「
逆
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
個
々
の
漢
字
に
は
、
字
形
・
字
義
・
字
音
の
三
つ
の
要
素
が
あ
る
が
、
ど

の
要
素
に
よ
っ
て
字
形
の
変
換
が
行
わ
れ
た
の
か
が
理
解
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
既
知

の
文
字
の
異
体
で
あ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
に
述
べ
た

の
は
字
義
に
よ
る
字
形
の
変
換
で
あ
り
、
次
に
字
音
に
つ
い
て
述
べ
る
。

現
代
に
お
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
は
、
大
半
が
形
声
文
字
で
あ
る
が
、

甲
骨
文
字
の
段
階
で
は
そ
の
比
率
が
少
な
い
。
た
だ
し
、
甲
骨
文
字
に
は
、
本
来
は

象
形
文
字
や
会
意
文
字
だ
っ
た
も
の
に
声
符
（
発
音
符
号
）
を
増
し
加
え
た
繁
文
が
一

部
に
見
え
る
。

甲
骨
文
字
の
「
風
」
は
、
鳳
凰
の
象
形
で
あ
る
「
ル
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、「
レ
」
と
い
う
異
体
字
も
見
ら
れ
る
。
後
者
は
前
者
に
「
凡は

ん
（
Ъ
）」
を
加
え

た
字
形
で
あ
る
が
、「
か
ぜ
（w

in
d

）」
と
容
器
の
一
般
形㉕
で
あ
る
「
凡
」
に
は
意
味

上
の
接
点
が
な
い
の
で
、「
凡
」
は
意
符
で
は
な
く
声
符
と
し
て
追
加
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、「
ル
」
と
「
レ
」
は
声
符
の
有
無
が
異
な
る
が
、
同
一
字
の
異
体
と

し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
お
「
レ
」
は
、
後
代
に
鳳
凰
の
象
形
が
「
鳥
」
の
形
に
な
る
た
め
、
初
文
は

「
凡
」
と
「
鳥
」
を
合
わ
せ
た
「
鳳
」
で
あ
る
。「
風
」
は
戦
国
時
代
に
出
現
し
た
形

で
あ
り
、「
鳥
」
を
「
虫
」
に
置
換
し
た
後
起
の
字
形
で
あ
る
。

甲
骨
文
字
に
は
、「
凡
」
を
声
符
と
す
る
文
字
が
他
に
も
見
ら
れ
る
。「
服
」
は
、

甲
骨
文
字
で
は
「
К
」
の
字
形
が
多
く
、
座
っ
た
人
で
あ
る
卩せ

つ
（
Ш
）
と
手
の
形
の

又
（
Ι
）
か
ら
成
り
、
卩
と
又
で
「
Ч
」
に
隷
定
さ
れ
る
。
甲
骨
文
字
で
は
戦
争
捕

虜
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
、
服
従
し
た
人
を
手
で
捕
ら
え
る
様
子
を
表
し
た
会
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意
文
字
と
考
え
ら
れ
る
。

甲
骨
文
字
に
は
、
こ
れ
に
声
符
と
し
て
凡
（
Ъ
）
を
加
え
た
字
形
（
Л
）
が
あ
り
、

『
類
纂
』
は
別
字
と
見
な
す㉖
が
、「
風
」
と
同
様
に
「
服
」
と
「
凡
」
に
は
意
味
上
の

関
係
が
な
い
の
で
、「
К
」
と
「
Л
」
に
つ
い
て
も
初
文
と
繁
文
の
関
係
で
あ
り
、
同

一
字
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、「
凡
（
Ъ
）」
の
部
分
は
後
に
変
形
し
、
楷
書
で
服
の

う
ち
「
月
」
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
、

な
お
、「
凡
」「
風
」「
鳳
」「
服
」
は
上
古
音
で
は
発
音
が
異
な
っ
て
お
り
、
例
え

ば
郭
錫
良
『
漢
字
古
音
手
冊㉗
』
は
そ
れ
ぞ
れ[biuəm

][piuəm
][biuəm

][biuək]

と

推
定
し
て
い
る
（
主
母
音
以
外
は
擬
似
的
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
に
し
た
）。
王
力
に
よ

る
分
類㉘
で
は
、
服
は
「
職
部
」、
他
の
三
文
字
は
い
ず
れ
も
「
冬
部
」
で
あ
り
、
服
は

か
な
り
大
き
く
発
音
が
変
化
し
て
い
る
。

同
様
に
、
藤
堂
明
保
『
漢
字
語
源
辞
典
』
は[biam

][pliəm
][bliuəm

]

「biuək

」

と
し
、
さ
ら
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
藤
堂
明
保
は
、
風
の
声
符
と

し
て
「
凡
」
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
「
か
な
り
緩
い
類
似
音
の
音
符
を
援
用
し
た㉙
」

と
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
上
古
音
は
『
詩
（
詩
経
）』
な
ど
か
ら
復
元
し
た
周
代
以

降
の
発
音
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
殷
代
以
降
に
発
音
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
示

す
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、
甲
骨
文
字
に
は
、
星
の
初
文
の
一
つ
で
あ
る
「
Н
」
の
略
体
に

声
符
の
生
（
П
）
を
加
え
た
「
О
」
と
い
う
字
形
の
繁
文
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

声
符
が
置
換
さ
れ
る
例
も
僅
か
に
あ
り
、「
麓
（
Р
）」
に
は
声
符
の
「
鹿
（
Г
）」
を

「
Бろ

く
（
В
）」
に
置
き
換
え
た
「
С
」
の
字
形
が
あ
る㉚
。

最
後
に
字
形
の
置
換
を
述
べ
る
。
こ
の
場
合
の
異
体
字
は
、
形
は
類
似
し
て
い
る

が
意
味
は
異
な
る
部
首
に
置
き
代
え
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
文
字
の
意
味

が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、形
が
き
わ
め
て
近
い
た
め
に
通
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

現
代
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
俗
字
」
ま
た
は
「
誤
字
」
に
あ
た
る
。

例
え
ば
、
光
（
Т
）
は
、
甲
骨
文
字
の
段
階
で
は
火
の
象
形
で
あ
る
火
（
Е
）
と

座
っ
た
人
の
象
形
で
あ
る
卩
（
Ш
）
か
ら
成
る
字
形
で
あ
る
（
後
に
両
者
と
も
形
が
変

化
し
た
）。
つ
ま
り
、
人
が
火
を
掲
げ
て
そ
の
光
で
照
ら
し
て
い
る
様
子
を
表
し
た
会

意
文
字㉛
で
あ
る
が
、
甲
骨
文
字
に
は
火
の
部
分
を
字
形
が
近
い
山
（
Д
）
に
代
え
た

字
体
（
У
）
が
見
ら
れ
る
。
山
と
光
は
関
係
が
な
い
の
で
、
会
意
文
字
と
し
て
の
意

味
を
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
火
と
山
の
字
体
が
近
い
こ
と
か
ら
代
用
（
ま
た
は
誤
刻
）

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

逆
に
、
岳
の
初
文
（
Ф
）
は
山
（
Д
）
と
羊
（
μ
）
か
ら
成
る
字
形
で
あ
る
が
、
甲

骨
文
字
に
は
山
の
部
分
を
火
の
異
体
（
Ц
）
に
代
え
た
字
体
（
Х
）
が
見
ら
れ
る
。
先

に
挙
げ
た
「
光
（
Т
）」
で
は
、
火
が
山
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
Х
」
に
つ

い
て
も
山
が
火
に
代
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
岳
の
異
体
と
判
断
で
き
る
。

な
お
、
光
や
岳
に
限
ら
ず
、
甲
骨
文
字
で
は
火
（
Е
）
と
山
（
Д
）
が
入
れ
代
わ
っ

た
異
体
字
が
多
く
、『
殷
墟
卜
辞
綜
類
』
や
『
類
纂
』
な
ど
は
両
者
を
同
一
の
部
首
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
認
識
上
で
火
と
山
が
混
同
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
代

に
も
部
首
の
情
報
は
正
し
く
継
承
さ
れ
て
お
り
、
後
漢
代
に
許
慎
が
表
し
た
『
説
文

解
字
』
は
篆
書
を
基
準
に
部
首
分
類
し
て
い
る
が
、や
は
り
光
は
「
火
」
の
部
首
（
十

上
）、
岳32
も
「
山
」
の
部
首
（
九
下
）
と
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
甲
骨
文
字
の
字
形
の
相
違
は
、
認
識
上
の
混
同
で
は
な
く
、
占
卜
内
容

を
記
録
あ
る
い
は
甲
骨
文
字
を
彫
刻
す
る
際
に
、
字
形
が
近
い
た
め
に
転
換
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
字
形
の
混
同
が
起
こ
っ
た
こ
と
の
要
因
と
し
て
は
、
甲
骨
文
字
が
刻
ま

れ
る
ま
で
に
複
数
人
の
手
を
経
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
殷
代
の
甲
骨
占
卜
で

は
、
儀
式
に
つ
い
て
は
貞
人33
が
担
当
し
た
が
、
吉
凶
判
断
は
王
が
担
当
す
る
こ
と
が

多
く
、
少
な
く
と
も
吉
凶
判
断
に
つ
い
て
は
発
言
者
と
記
録
者
が
異
な
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
甲
骨
へ
の
刻
辞
は
彫
刻
職
人
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
は
同
一
貞
人
で
も
異
な
る
字
体
に
な
っ
た
り
、
逆
に
異
な
る
貞
人
で
も
同
一
字
体

に
な
る34
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
。
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つ
ま
り
、
甲
骨
文
字
は
、
占
卜
内
容
の
発
言
―
記
録
―

彫
刻
と
い
う
手
順
で
分
業
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、誤
字

が
発
生
し
や
す
い
状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。字
形
に
よ
る

置
換
の
ほ
か
、甲
骨
文
字
の
誤
字
に
は
横
画
を
彫
り
忘
れ

た
も
の35
な
ど
も
見
ら
れ
る
。

甲
骨
文
字
で
は
、「
火
」
と
「
山
」
以
外
に
も
、人
（
Ψ
）

と
同
源
の
文
字
で
あ
る
匕
（
ω
）
は
、
刀
（
А
）
や
そ
の

上
下
逆
向
き
（
Щ
）
と
入
れ
代
わ
り
や
す
い
。
ま
た
、
心

臓
の
象
形
で
あ
る
心
（
Ё
）
と
子
安
貝
の
象
形
で
あ
る
貝

（
Ж
）
も
入
れ
代
わ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、変
化

し
や
す
い
類
似
形
に
つ
い
て
も
、異
体
字
の
可
能
性
を
論

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

図
表
2
に
、
甲
骨
文
字
で
部
首
が
置
換
さ
れ
る
例
を
ま
と
め
た
。
従
来
の
研
究
で

は
、
字
形
を
中
心
に
し
た
分
類
だ
け
で
は
な
く
、
字
義
か
ら
分
類
し
た
も
の
で
あ
っ

て
も
、
こ
う
し
た
異
体
字
の
一
部
を
別
字
と
見
な
し
て
い
た
た
め
、
字
種
数
が
過
大

に
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
文
字
に
つ
い
て
、
別
字
の
異
体
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
し
、

用
例
に
矛
盾
が
な
け
れ
ば
積
極
的
に
統
合
す
る
と
い
う
方
法
を
提
起
す
る
。
そ
の
理

由
に
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
運
用
す
る
際
に
検
索
範
囲
を
広
げ
る

た
め
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
字
種
数
を
大
幅
に
整
理
し
た
方
が
殷
代
の
文
字
認
識
に

近
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
前
者
に
つ
い
て
述
べ
、
次
節
で
後
者
に

つ
い
て
述
べ
る
。

ま
ず
検
索
範
囲
の
問
題
で
あ
る
が
、例
え
ば
前
述
の
「
υ
」
と
「
φ
」
に
つ
い
て
、

両
者
を
別
の
文
字
コ
ー
ド
と
し
た
場
合
、「
υ
」
を
検
索
し
て
も
「
φ
」
を
含
む
文
章

は
見
つ
か
ら
ず
、
そ
の
逆
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
υ
」
と
「
φ
」
を
同
一
の

コ
ー
ド36
と
し
て
、二
つ
の
フ
ォ
ン
ト
フ
ァ
イ
ル37
に
「
υ
」
と
「
φ
」
を
作
成
す
れ
ば
、

一
回
の
検
索
で
「
υ
」
と
「
φ
」
の
双
方
を
含
む
文
章
が
見
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。

先
行
研
究
に
お
け
る
字
種
分
類
は
、
同
一
字
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
場
合
に
は
別
に

項
目
を
立
て
、
各
研
究
者
に
判
断
を
委
ね
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の

方
法
に
は
違
い
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
同
一
字
が
別
項
に
分
か
れ
る
こ
と
が
あ
る

た
め
、
検
索
が
複
数
回
に
な
り
煩
雑
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
積
極
的
に
字
種
を
統
合
す
る
方
法
で
は
、
結
果
と
し
て
別
字
が
同

一
項
に
統
合
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
甲
骨
文
字
の
文
章
が

表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
の
で
、
そ
れ
を
読
解
す
れ
ば
識
別
が
可
能
で
あ
る
。

前
掲
の
例
と
同
様
に
、
甲
骨
文
字
に
は
能
動
的
な
行
為
に
対
す
る
否
定
を
表
す
助

辞
と
し
て
、「
ヨ
」「
ラ
」「
リ
」
な
ど
多
様
な
字
形
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
弓
（
ヤ
）
の

略
体
（
モ
）
を
含
む
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
が
、「
ヨ
」
は
「
勿
」、「
ラ
」「
リ
」
は

「
メ
」
と
隷
定
さ
れ
、
同
一
字
で
あ
る
こ
と
の
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
意
味
上

の
微
細
な
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、用
法
に
大
き
な
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

本
稿
の
提
起
し
た
方
法
で
は
同
一
字
種
と
見
な
し
う
る
。

実
際
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
複
数
の
フ
ォ
ン
ト
フ
ァ
イ
ル
を
用
意
し
、

「
勿
」
の
文
字
コ
ー
ド
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
４
Ｃ
５
Ｅ
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
字
形
を
作
成
を
作

成
し
、「
勿
」
で
検
索
す
れ
ば
す
べ
て
の
用
例
を
表
示
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

図
表
3
に
、
現
在
開
発
中
の
検
索
画
面
を
掲
載
し
た
が
、「
勿
」
か
ら
検
索
す
る
こ

と
で
、「
ヨ
」（
図
は
左
右
反
転
形
）
だ
け
で
は
な
く
「
ラ
」
や
「
リ
」
も
同
時
に
表
示

図表 2　部首が置換される例
字義による置換 字音による置換
牛 λ ― 羊 μ Б В ― 鹿 Г

行 σ ― 彳 τ 字形による置換
人 Ψ ― 大 γ 山 Д ― 火 Е

攴 ν ― 殳 χ 匕 ω ― 刀 А

又 Ι ― 爪 ψ 心 Ё ― 貝 Ж

図表 3　甲骨文字デー
タベースの検索画面
（開発中のもの。検索対
象は、松丸道雄『東京大
学東洋文化研究所蔵甲
骨文字・図版篇』東京大
学出版会、一九八三年）
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さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
検
索
の
範
囲
を
広
げ
て
遺
漏
を
少
な
く
す
る
た
め
に

は
、
字
種
数
が
少
な
い
方
が
よ
い
の
で
あ
る38
。

さ
ら
に
、「
確
実
に
別
字
と
は
見
な
せ
な
い
も
の
を
同
一
字
と
す
る
」
と
い
う
方
法

で
あ
れ
ば
、
字
形
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
字
形
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
あ

れ
ば
字
種
と
し
て
統
合
で
き
る
。

例
え
ば
、字
義
や
用
例
が
よ
く
似
た
文
字
と
し
て
「
г
」
と
「
б
」
が
あ
る
。「
г
」

に
つ
い
て
は
、死
者
の
骨
の
象
形
で
あ
る
歹が

つ
（
д
）
と
そ
れ
を
悼
む
人
（
Ψ
）
か
ら
成

る
会
意
文
字
で
あ
り
、
人
の
形
は
楷
書
の
「
匕
」
の
部
分
に
あ
た
る
の
で
、「
死
」
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
と
用
法
が
よ
く
似
た
文
字
に
「
б
」
が
あ
り
、
人
為
的
に
掘
っ
た
穴

の
象
形
で
あ
る
井
（
в
）
と
人
（
Ψ
）
か
ら
成
り
、「
е
」
と
隷
定
で
き
る
。
こ
の
文

字
は
、
甲
骨
文
字
で
は
災
厄
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
、
例
え
ば
、『
甲
骨
文
合
集
』

一
三
七
一
七
に
は
、「
子
疾
不
е
（
ё
Ρ
ж
б
）」
と
あ
る
。

「
е
（
б
）」
は
、字
形
が
近
い
「
囚
」
の
意
味
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る39
が
、こ

の
例
で
は
「
子
（
ё40
）」
が
「
疾
（
Ρ
）」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
、捕

虜
の
意
味
で
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、「
б
」
を
卒
倒
す
る
こ
と
を
表
す
「

お
つ

」
と
す

る
説41
な
ど
も
あ
り
、
こ
の
解
釈
に
は
明
確
な
矛
盾
点
は
な
い
が
、「
死
（
г
）」
の
異

体
と
し
て
も
矛
盾
は
せ
ず
、
字
形
か
ら
見
て
も
、
人
為
的
に
掘
っ
た
穴
（
こ
の
場
合
は

墓
穴
）
に
入
っ
た
さ
ま
と
考
え
れ
ば
「
死
」
の
意
味
に
相
当
す
る
。

従
っ
て
、「
ё
Ρ
ж
б
」
は
「
子
、
疾
む
に
、
死
な
ざ
る
か
」
と
読
む
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。「
б
」
と
「
г
」
に
字
義
上
で
若
干
の
相
違
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
が
、
本
稿
が
提
示
し
た
方
法
で
あ
れ
ば
両
者
を
同
一
の
文
字
コ
ー
ド
に
統
合
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
例
の
ほ
か
、
従
来
の
研
究
で
は
、
前
後
の
欠
損
な
ど
に
よ
り
文
章
の
内

容
が
判
断
で
き
な
い
場
合
に
も
、
異
な
る
字
形
を
別
の
文
字
と
見
な
し
て
い
た
。
し

か
し
、
本
稿
の
方
法
で
あ
れ
ば
、
前
後
の
欠
損
は
字
義
の
矛
盾
を
立
証
す
る
も
の
と

は
な
ら
な
い
の
で
、
字
形
に
強
い
類
似
性
や
共
通
点
が
あ
れ
ば
同
一
字
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、『
甲
骨
文
合
集
』
一
八
四
七
九
に
見
え
る
「
з
」
と
い
う
文
字
は
、
他
に

例
が
な
く
、
し
か
も
こ
の
片
の
前
後
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
字
義
は
不
明
で
あ
り
、

『
類
纂
』
な
ど
は
こ
れ
を
独
立
し
た
字
種
と
見
な
し
て
い
る42
。
し
か
し
、字
義
が
不
明

な
ら
ば
、
ほ
か
の
文
字
の
異
体
と
し
て
も
矛
盾
は
発
生
し
な
い
の
で
あ
り
、
例
え
ば

字
形
が
類
似
し
た
「
戈
（
θ
）」
の
異
体
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節　

殷
代
の
字
種
数

字
種
の
分
類
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、
同
一
字
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
文
字
を

別
字
と
す
る
方
法
を
用
い
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
字
義
か
ら
の
字
種
分
類
の
う
ち
上

限
を
推
定
す
る
方
法
だ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
三
千
数

百
字
と
い
う
字
種
数
が
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
本
稿
が
提
起
し
た
方
法
は
、
確
実
に
別
字
で
な
け
れ
ば
同
一
字
と
し
て
扱

う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
積
極
的
に
字
種
を
統
合
す
る
手
段
で
あ
る
た
め
、

字
義
か
ら
の
字
種
分
類
の
う
ち
下
限
を
推
定
す
る
方
法
と
な
る
。

例
え
ば
、「
и
」
は
、
手
に
持
っ
た
槌
状
の
道
具
（
χ
）
で
人
（
Ψ
）
を
後
ろ
か
ら

殴
打
す
る
様
子
を
表
し
て
お
り
、「
役
」
の
初
文
と
言
わ
れ
る
（
隷
定
は
「
й
」
で
あ

る
）。
甲
骨
文
字
で
は
、
祭
祀
名
の
ほ
か
、
お
そ
ら
く
仮
借
の
用
法
で
「
疫
」
の
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る43
。

甲
骨
文
字
に
は
、「
и
」
と
よ
く
似
た
字
形
に
、人
を
前
か
ら
殴
打
す
る
形
の
「
к
」

や
、
殳
（
χ
）
の
部
分
を
変
形
し
た
「
л
」、
あ
る
い
は
人
（
Ψ
）
を
座
っ
た
人
で
あ

る
卩
（
Ш
）
に
代
え
た
「
м
」
な
ど
が
あ
る
。『
類
纂
』
な
ど
で
は
、
こ
れ
ら
を
全
て

別
字
と
し
て
分
類
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
字
形
に
共
通
点
が
あ
り
、
ま
た
字
義
に

つ
い
て
も
祭
祀
名
ま
た
は
前
後
が
欠
損
し
て
不
明
で
あ
り
、「
и
」
と
同
一
字
と
し
て
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も
矛
盾
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
и
」「
к
」「
л
」「
м
」
は
、
字
種
と
し
て
の
上
限

は
四
字
で
あ
る
が
、
下
限
は
一
字
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
の
研
究
で
は
、
複
数
の
文
字
を
組
み
合
わ
せ
て
熟
語
を
表
現
し
た

「
合ご

う
ぶ
ん文

」
に
つ
い
て
も
字
種
数
に
算
入
し
て
い
た
。
例
え
ば
「
н
」
は
九
（
о
）
と
月

（
п
）
を
並
べ
た
も
の
で
あ
り
「
九
月
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

熟
語
の
表
現
で
あ
り
、
組
み
合
わ
せ
は
自
由
で
あ
る
か
ら
、
独
立
し
た
字
種
と
し
て

数
え
る
べ
き
で
は
な
い44
。
例
え
ば
『
類
纂
』
で
は
祖
先
名
を
中
心
に
一
三
七
の
合
文

を
見
出
し
文
字
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
字
種
数
か
ら
差
し
引
く
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
甲
骨
文
字
に
は
遊
戯
的
な
彫
刻
や
近
代
の
偽
作
な
ど
も
混
入
し

て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
図
表
4
の
甲
骨
片
で
は
、
裏
側
に
青

銅
器
に
似
せ
た
模
様
が
彫
刻
さ
れ
て
お
り
、表
側
に
は
金
文
に
似
せ
た
文
字
が
あ
る
。

金
文
は
鋳
型
に
文
字
の
凹
凸
を
設
け
て
鋳
造
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
骨
文
字
と

は
作
成
方
法
が
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
甲
骨
に
金
文
の
字
形
を
彫
刻
す
る
こ
と
は
何

ら
実
用
性
が
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
甲
骨
に
刻
ま
れ
た
文
字
は
、
あ
る
種
の
遊
戯
的

な
彫
刻45
な
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
甲
骨
占
卜
を
反
映
し
た
「
甲
骨
文
字
」
と
見
な

す
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
甲
骨
文
字
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
、
文
字
の
入
っ
た
甲
骨
片
が
高

値
で
取
引
さ
れ
た
た
め
、
文
字
が
な
い
甲
骨
に
も
文
字
が
彫
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
偽
作
も
、
殷
代
の
甲
骨
文
字
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
従
来

の
研
究
で
は
、
判
別
が
難
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
字
種
と
し
て
算
入
さ
れ
て
い
る
場

合
が
あ
る46
。
そ
の
他
に
も
、
研
究
者
に
よ
る
模
写
の
誤
り
や
誤
読
な
ど
が
あ
り
、
そ

れ
ら
を
除
く
こ
と
で
実
際
の
字
種
数
が
算
出
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
字
種
を
整
理
す
る
と
、
字
種
数
は
従
来
の
研
究
よ
り
大
幅
に
減

少
す
る
。
甲
骨
文
字
の
分
類
方
法
は
今
後
も
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
具
体
的
な

字
種
数
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、本
稿
が
提
示
し
た
方
法
に
よ
っ
て『
類

纂
』
の
字
種
数
を
整
理
す
る
と
、
三
六
七
三
字
の
約
半
分
に
あ
た
る
一
九
一
二
字
と

い
う
暫
定
数
値
が
得
ら
れ
た47
。

な
お
、『
類
纂
』
に
は
『
甲
骨
文
合
集
補
編
』
や
『
殷
墟
花
園
荘
東
地
甲
骨
』
が
未

収
録
で
あ
る
た
め
、
も
う
少
し
字
種
数
は
増
え
る
だ
ろ
う
が
、
お
お
よ
そ
の
数
値
と

し
て
二
千
字
程
度
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
字
義
に
よ
る
甲
骨
文
字
の

字
種
分
類
は
、
上
限
が
三
千
数
百
字
、
下
限
が
約
二
千
字
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
甲
骨
文
字
が
作
ら
れ
た
殷
代
に
お
け
る
語
彙
認
識
と
し
て
は
、
ど
ち

ら
が
近
い
の
だ
ろ
う
か
。
殷
代
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
周
代
に
作
ら
れ
た
字
典
す
ら

発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
当
時
の
語
彙
を
完
全
に
復
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
が
、
文
字
の
出
現
頻
度
を
元
に
す
れ
ば
、
字
義
か
ら
の
字
種
に
つ
い
て
、
あ
る
程

度
の
推
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
行
研
究
の
う
ち
、『
類
纂
』
を
元
に
し
て
、
各
文
字
の
出
現
頻
度
を
統
計
し
た
数

値
を
図
表
5
に
挙
げ
た
。『
類
纂
』
は
、約
五
万
片
の
拓
本
を
対
象
と
し
た
甲
骨
文
字

の
索
引
で
あ
り
、
字
形
が
判
別
で
き
る
文
字
（
推
定
で
約
六
〇
万
字
程
度
）
の
甲
骨
文

字
に
つ
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
三
六
七
三
字
に
分
類
し
た
が
、
そ
の
う
ち
一
五
四
九

字
（
約
四
二
％
）
が
僅
か
一
例
し
か
な
い
文
字
と
な
っ
て
い
る
。

図
表
5
に
は
、
参
考
と
し
て
、
後
代
の
文
献
資
料
で
あ
る
『
呂
氏
春
秋
』
と
『
論

語
』
の
字
種
数
と
出
現
頻
度
も
挙
げ
た48
。
こ
れ
ら
は
、
甲
骨
文
字
と
は
作
ら
れ
た
時

代
も
資
料
と
し
て
の
性
格
も
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
漢
字
を
用
い
て
お
り
、
参
考
の

数
値
と
し
て
は
十
分
に
機
能
す
る
は
ず
で
あ
る
。

図表4　遊戯的な彫刻
（『甲骨文合集補編』
11299）
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ま
ず
『
呂
氏
春
秋
』
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
約
十
万
字
、
約
三
千
字
種
で
あ
り
、

字
種
数
は
『
類
纂
』
の
分
類
に
近
い
が
、
総
字
数
は
は
る
か
に
少
な
い
。
確
率
的
に

言
え
ば
、
文
字
種
に
対
し
て
文
章
の
総
量
が
大
き
け
れ
ば
一
例
だ
け
の
文
字
種
は
比

率
が
低
下
し
、
逆
に
文
章
が
短
け
れ
ば
比
率
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る49
。
し
か
し
、

数
値
と
し
て
は
、
む
し
ろ
総
量
が
少
な
い
『
呂
氏
春
秋
』
の
方
が
僅
少
例
の
字
種
数

が
少
な
く
、
全
体
で
一
例
し
か
な
い
文
字
は
約
二
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
約
一
万
六
千
字
の
『
論
語
』
で
す
ら
、
一
例
だ
け
の
字
種
は
全
体
の
約

三
五
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
推
定
約
六
〇
万
字

を
対
象
と
し
た
『
類
纂
』
の
分
類
よ
り
も
少
な
い
。

『
類
纂
』
の
約
四
二
％
と
い
う
数
値
に
近
づ
け
る
た

め
に
は
、
例
え
ば
『
論
語
』
で
あ
れ
ば
、
二
十
篇

の
う
ち
冒
頭
の
六
篇
（
学
而
篇
か
ら
雍
也
篇
）
の
約

四
千
字
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。甲

骨
文
字
と
文
献
資
料
で
は
、
作
ら
れ
た
時
代

や
記
述
内
容
が
異
な
り
、
ま
た
文
献
資
料
は
後
代

の
筆
写
や
字
形
の
変
化
も
経
て
お
り
、
誤
字
や
代

用
字
な
ど
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
、
数
値
は
絶
対
的
な
指
標
に
は
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
は
、
従

来
の
研
究
に
お
け
る
甲
骨
文
字
の
字
種
が
過
大
で

あ
る
と
い
う
推
定
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

『
呂
氏
春
秋
』
の
数
値
を
参
考
に
し
、
仮
に
甲
骨

文
字
の
字
種
に
つ
い
て
、
三
例
以
上
の
数
値
を
固

定
し
て
頻
度
が
一
例
の
も
の
を
二
〇
％
、
二
例
の

も
の
を
一
〇
％
と
し
て
単
純
計
算
す
る
と
、
字
種

数
は
二
三
六
七
字
（
一
例
が
四
七
三
字
、
二
例
が
二
三
七
字
）
と
な
る
。
こ
の
数
値
は
、

後
代
の
文
献
と
の
比
較
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
細
部
に
つ
い
て
は
全
く
信
頼
で
き
な
い

が
、
従
来
の
研
究
が
字
種
を
多
く
見
積
も
り
す
ぎ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
に
は
で
き
る

だ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
一
般
に
、
時
代
が
降
っ
て
文
明
が
発
達
す
る
ほ
ど
語
彙
は
増
加

す
る
。
そ
れ
は
一
文
字
の
単
位
で
語
彙
を
形
成
で
き
る
漢
字
で
も
同
じ
で
あ
り
、
後

漢
代
の
『
説
文
解
字
』（
西
暦
一
〇
〇
年
成
書
）
の
収
録
字
数
が
九
千
字
余
り
で
あ
る
の

に
対
し
、南
朝
梁
の
『
玉
篇
』（
西
暦
五
四
三
年
成
書
）
は
約
一
万
七
千
字
に
の
ぼ
っ
た

と
言
わ
れ
る50
。

つ
ま
り
、
思
想
や
科
学
が
発
達
し
、
よ
り
多
く
の
語
彙
が
必
要
に
な
れ
ば
、
必
然

的
に
字
種
が
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
逆
に
文
明
が
未
発
達
で
あ
っ

た
時
代
は
字
種
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
こ
れ
も
殷
代
の
字
種

数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
本
稿
は
甲
骨
文
字
の
字
種
に
つ
い
て
下
限
を
提
示
し
た
が
、
甲
骨
文
字
は
、

当
時
お
こ
な
わ
れ
た
占
卜
の
内
容
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
全
く
関
係

し
な
い
語
彙
は
出
現
し
な
い
。
例
え
ば
、金
文
に
は
二
人
称
の
「
女
（
仮
借
し
て
「
汝
」

の
意
味
）」
が
見
ら
れ
る
が
、
甲
骨
文
字
に
は
対
話
の
内
容
は
記
さ
れ
な
い
た
め
、
二

人
称
が
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
語
彙
の
種
類
と
し
て
は
仮
借
の
用
法
な
ど
も
加
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
前

述
の
「
役
（
и
）」
は
、仮
借
の
用
法
で
「
疫
」
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、

語
彙
と
し
て
は
二
種
類
と
な
る
。
同
様
に
、
商
（
р
）
は
殷
代
後
期
の
都
の
名
で
あ

る
が
、
仮
借
の
用
法
で
「
賞
」
と
し
て
の
用
法
も
あ
る51
。

そ
の
他
に
も
、
甲
骨
文
字
の
字
種
分
類
に
は
、
結
果
と
し
て
同
一
釈
字
に
な
る
よ

う
な
重
複
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、こ
れ
も
語
彙
と
し
て
は
加
算
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

祭
祀
名
の
「
Ы
」
は
、
隷
定
は
「
Э
」
で
あ
る
が
、
酒
器
で
あ
る
酉
（
Я
）
か
ら
そ

そ
が
れ
る
酒
滴52
を
表
す
文
字
で
あ
り
、「
酒
」
と
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

図表 5　文字の出現頻度とその比率
『類纂』 『呂氏春秋』 『論語』 『論語』1～ 6
字種 比率 字種 比率 字種 比率 字種 比率

1例 1549 42.2% 726 24.1% 474 35.0% 292 43.6%
2 例 467 12.7% 361 12.0% 221 16.3% 113 16.9%
3 例 193 5.3% 210 7.0% 127 9.4% 75 11.2%
4 例以上 1464 39.9% 1719 57.0% 532 39.3% 189 28.3%
合計 3673 100.0% 3016 100.0% 1354 100.0% 669 100.0%
総字数 約 60 万字 約 10 万字 約 1万 6千字 約 4千字



三
六

218

こ
れ
と
は
別
に
、
地
名
と
し
て
「
Ю
」
と
い
う
文
字
が
あ
り
、
川
の
流
れ
を
表
し
た

「
水
（
а
）」
の
異
体
（
Ь
）
を
意
味
符
号
と
し
、
酉
（
Я
）
を
声
符
と
す
る
文
字
で
あ

り
、
当
時
の
河
川
名
で
あ
る
。「
Ю
」
は
「
Ы
」
と
は
異
な
る
語
彙
な
の
だ
が
、
結
果

と
し
て
水
（
氵
）
と
酉
で
「
酒
」
と
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、「
殷
代
の
語
彙
数
」
は
「
甲
骨
文
字
の
字
種
数
」
よ
り
も
増
加
す
る
の

で
、
正
確
な
数
値
を
算
出
す
る
こ
と
が
さ
ら
に
困
難
に
な
る
。
し
か
も
、
甲
骨
文
字

は
作
成
者
に
よ
っ
て
使
用
す
る
語
彙
が
若
干
異
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、

「
殷
代
の
語
彙
」
と
い
う
定
義
も
画
一
的
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
現
象
は
、
一
九
四
五
年
に
発
表
さ
れ
た
董
作
賓
『
殷
暦
譜53
』
に
よ
っ
て
発
見

さ
れ
、董
作
賓
は
礼
制
の
変
革
と
復
古
と
考
え
「
旧
派
」
と
「
新
派
」
と
命
名
し
た
。

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
研
究54
に
よ
り
、
二
派
の
交
代
で
は
な
く
、
殷
都
に

二
派
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
同
一
の
時
期
で
あ
っ

て
も
、
少
な
く
と
も
二
系
統
の
語
彙
群
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
殷
代
の
語

彙
」
と
い
う
枠
組
み
自
体
に
複
数
の
定
義
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
当
時
の
人
々
で
あ
っ
て
も
、「
殷
代
の
語
彙
数
」
に
つ
い
て
総
数
を
正

確
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
字
種
数
や
語
彙
数
に

つ
い
て
正
確
な
数
値
を
算
出
す
る
試
み
は
学
術
的
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
の
で
あ

り
、
今
後
も
本
稿
の
よ
う
な
概
数
で
十
分
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

結
び

本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
の
う
ち
字
釈
に
よ
る
字
種
分
類
の
問
題
点
を
指
摘
し
、

さ
ら
に
甲
骨
文
字
の
字
種
数
の
下
限
を
提
示
し
た
。
従
来
の
研
究
で
は
三
千
数
百
字

と
い
う
字
種
数
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
異
体
字
の
整
理
な
ど
に
よ
り
、
下
限
と
し

て
二
千
字
程
度
と
い
う
数
値
が
推
定
さ
れ
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
字
義
に
矛
盾
が
な
い
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
用
法
の
類
似
も

条
件
と
し
て
い
た
た
め
、「
僅
少
例
」
の
文
字
が
非
常
に
多
く
見
積
も
ら
れ
て
い
た

が
、
実
際
に
は
別
字
の
異
体
で
あ
っ
た
り
、
字
種
と
し
て
算
入
す
べ
き
で
な
い
も
の

が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
字
種
数
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
学
や

文
字
学
と
い
う
視
点
に
お
い
て
も
重
大
な
欠
陥
を
も
た
ら
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
従
来
の
研
究
で
は
、
確
実
に
判
断
で
き
る
も
の
以
外
は
、
同
一
字
の
可

能
性
が
高
い
異
体
字
も
別
字
と
し
て
い
た
た
め
、
人
名
や
地
名
、
祭
祀
の
種
類
な
ど

が
過
剰
に
見
積
も
ら
れ
て
い
た
。

島
邦
男
『
殷
墟
卜
辞
研
究55
』
で
は
、
殷
代
の
「
子
某
」
と
い
う
呼
称
を
百
名
以
上

挙
げ
て
い
る
が
、「
ё
э
」
と
「
ё
ヴ
」
を
別
人
に
対
す
る
呼
称
と
し
、
同
様
に
「
ё

ン
」
と
「
ё
ヲ
」、「
ё
ヱ
」
と
「
ё
ヰ
」
も
別
の
呼
称
と
見
な
し
て
い
る56
。
し
か
し
、

そ
れ
ぞ
れ
字
形
に
強
い
類
似
点
が
あ
る
の
で
、
文
章
の
内
容
に
共
通
点
が
あ
れ
ば
同

一
字
の
異
体
の
可
能
性
が
高
く
、
実
際
の
「
子
某
」
は
百
名
を
大
き
く
下
回
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、
殷
代
の
字
義
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
個
々
の
文
字
の
字
釈
の
み
な

ら
ず
、
文
章
全
体
の
解
釈
も
誤
ら
せ
て
い
た
。

例
え
ば
左
（
Κ
）
は
、周
代
に
は
右
（
Ι
）
と
同
じ
く
「
た
す
け
る
」
の
意
味
で
も

用
い
ら
れ
た
（
こ
の
意
味
で
の
繁
文
は
「
佐
」
に
あ
た
る
）
た
め
、
甲
骨
文
字
の
吉
凶
語

と
し
て
の
「
Κ
」
も
「
佐
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
た57
。
し
か
し
、「
貞
衣
老
諾
亡
左
（
Π

с
т
у
ф
Κ
）」（『
英
国
所
蔵
甲
骨
集58
』
一
九
九
六
）
と
い
う
文
章
で
は
、
衣
・
老
（
い
ず

れ
も
祭
祀
名
）
を
す
る
際
に
、
神
の
承
諾
が
得
ら
れ
、
な
お
か
つ
「
左
」
で
は
な
い
こ

と
を
占
っ
て
い
る
の
で
、こ
の
場
合
の
「
左
」
は
災
厄
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、「
貞
う
、
衣
・
老
す
る
に
、
諾
に
し
て
左
亡な

き
か
」
と
訓
じ
ら
れ
、
甲

骨
文
字
で
は
、「
右
」
を
仮
借
し
て
「
祐
（
神
の
祐た

す

け
を
意
味
す
る
）」
と
す
る
用
法
が

あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
左
」
は
そ
の
反
対
で
神
の
祐
け
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
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そ
の
ほ
か
、
字
源
研
究
の
分
野
で
も
、
字
義
か
ら
の
分
析
が
あ
ま
り
進
め
ら
れ
て

お
ら
ず
、
そ
の
た
め
従
来
の
研
究
は
字
形
や
字
音
か
ら
の
研
究
に
偏
っ
て
お
り
、
牽

強
附
会
の
解
釈
が
横
行
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
身
（
ь
）
は
、
後
代
に
は
妊
娠
や
身
体
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
従

来
の
研
究
で
は
そ
こ
に
字
源
を
求
め
て
い
た59
。
し
か
し
、
甲
骨
文
字
で
は
「
疾
身
不

惟
有
祟
（
х
ц
ч
ш
ъ
щ
）」（『
甲
骨
文
合
集
』
一
三
六
六
六
）
の
よ
う
に
、「
疾
」
が
発

生
し
た
部
位
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、身
体
で
も
妊
娠
の
意
味
で
も
な
い
。

身
（
ь
）
は
、
字
源
が
身
体
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
人
（
Ψ
）
の
腹
部
に
丸
印
を
つ
け

た
指
事
文
字
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
で
挙
げ
た
例
で
は
、「
身
（
腹

部
）
を
疾
む
は
、
惟こ

れ
祟
り60
有
ら
ざ
る
か
」
と
い
う
訓
読
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
甲
骨
文
字
の
字
義
か
ら
字
種
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

甲
骨
文
字
研
究
に
欠
け
て
い
た
部
分
を
補
う
こ
と
に
も
な
る
。
本
稿
が
提
起
し
た
字

義
か
ら
の
分
類
方
法
は
、
直
接
的
に
は
甲
骨
文
字
の
字
種
数
に
つ
い
て
下
限
を
推
定

す
る
手
段
で
あ
っ
た
が
、
殷
代
史
学
や
漢
字
研
究
に
お
い
て
幅
広
く
応
用
す
る
こ
と

も
可
能
な
の
で
あ
る
。

注①　
周
代
の
甲
骨
文
字
な
ど
も
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、本
稿
で
は
殷
代
後
期
に
お
い
て
殷

都
（
現
在
の
殷
墟
遺
跡
）
で
製
作
さ
れ
た
も
の
を
対
象
と
す
る
。

②　

一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
拓
本
集
に
つ
い
て
は
、そ
の
多
く
が
郭
沫
若
主
編
『
甲
骨
文

合
集
』
や
彭
邦
炯
『
甲
骨
文
合
集
補
編
』（
語
文
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
の
で
除
外
し
た
。
ま
た
、近
年
で
も
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
殷
墟

花
園
荘
東
地
甲
骨
』（
雲
南
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
や
李
鍾
淑
・
葛
英
会
『
北

京
大
学
珍
藏
甲
骨
文
字
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
が
出
版
さ
れ
て

い
る
（
後
者
に
つ
い
て
は
『
甲
骨
文
合
集
』
な
ど
と
の
重
複
が
あ
る
）。

③　

筆
者
の
推
定
。
文
字
の
一
部
が
欠
損
し
た
も
の
や
、兆
辞
（
占
卜
の
際
に
卜
兆
（
ひ

び
割
れ
）
が
出
現
し
た
状
況
を
記
し
た
も
の
）
な
ど
も
含
む
数
値
。

④　
「
さ
ん

」
の
初
文
と
す
る
説
も
あ
る
。

⑤　

亡
失
字
、あ
る
い
は
字
釈
が
一
般
的
な
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
使
用
で
き
る
文
字
コ
ー
ド

に
な
い
文
字
に
つ
い
て
は
、
他
字
の
文
字
コ
ー
ド
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑥　
「
隷
定
」
と
「
字
釈
」
の
定
義
は
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
本
稿
は
そ
れ
ぞ
れ

「
字
形
か
ら
の
置
き
直
し
」
と
「
字
義
か
ら
の
置
き
直
し
」
と
す
る
。

⑦　

B
E

R
N

H
A

R
D

 K
A

R
L

G
R

E
N

 “G
R

A
M

M
A

T
A

 S
E

R
IC

A
 R

E
C

E
N

S
A

” 

E
L

A
N

D
E

R
S

 B
O

K
T

R
Y

C
K

E
R

I A
K

T
IE

B
O

L
A

G
, 1957

（“G
R

A
M

M
A

T
A

 

S
E

R
IC

A
” 1940

の
修
訂
版
）

⑧　

藤
堂
明
保
『
漢
字
語
源
辞
典
』
学
燈
社
、
一
九
六
五
年

⑨　

二
里
頭
文
化
（
紀
元
前
二
十
〜
十
六
世
紀
）
の
陶
文
や
、
二
里
岡
文
化
（
紀
元
前

十
六
〜
十
四
世
紀
）
の
甲
骨
文
字
も
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、数
量
が
ご
く
僅
か
で
あ
る

た
め
、
現
段
階
で
は
単
独
で
漢
字
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

⑩　
「
鼎
（
ユ
）」
の
略
体
を
仮
借
し
て
占
う
意
味
に
用
い
た
も
の
で
あ
り
、字
形
と
し
て

は
「
貞
」
の
う
ち
「
貝
」
の
部
分
に
当
た
る
。
甲
骨
文
字
に
は
意
符
と
し
て
「
卜
」
を

加
え
た
字
形
は
ご
く
僅
か
し
か
見
ら
れ
な
い
。

⑪　

例
外
は
「
右
（
Ι
）」
と
「
左
（
Κ
）」
で
あ
り
、こ
の
二
つ
だ
け
は
向
き
に
よ
っ
て

意
味
を
表
示
す
る
指
事
文
字
で
あ
る
た
め
、
左
右
が
反
転
し
な
い
。

⑫　

二
〇
一
三
年
八
月
現
在
、
作
成
数
は
約
九
一
〇
〇
（
左
右
反
転
形
を
含
ま
な
い
数

字
）
で
あ
る
が
、
一
文
字
に
つ
き
十
六
字
形
を
最
大
と
し
て
作
字
し
て
い
る
た
め
、
実

際
に
は
こ
の
数
値
よ
り
も
若
干
大
き
く
な
る
。
な
お
、
作
成
し
た
フ
ォ
ン
ト
は

二
〇
一
四
年
に
ｗ
ｅ
ｂ
上
で
公
開
し
、字
形
の
確
認
や
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
で
の
使
用
を

で
き
る
よ
う
に
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑬　

沈
建
華
・
曹
錦
炎
『
甲
骨
文
字
形
表
』
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。

⑭　

修
訂
版
序
に
よ
る
。
た
だ
し
筆
者
が
数
え
た
と
こ
ろ
六
一
六
三
で
あ
っ
た
。

⑮　

姚
孝
遂
主
編
『
殷
墟
甲
骨
刻
辞
類
纂
』
中
華
書
局
、一
九
八
九
年
。
貞
人
専
用
字
は

見
出
し
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

⑯　

島
邦
男
『
殷
墟
卜
辞
綜
類
』
大
安
、
一
九
六
七
年
。 

⑰　

島
邦
男
『
増
訂
殷
墟
卜
辞
綜
類
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
一
年
。

⑱　

郭
沫
若
主
編
『
甲
骨
文
合
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
。

⑲　

松
丸
道
雄
・
高
嶋
謙
一
『
甲
骨
文
字
字
釈
総
覧
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四

年
。

⑳　
『
説
文
解
字
』
は
「
踝く
る
ぶ
し

を
撃
つ
な
り
」（
三
下
）
と
す
る
が
、お
そ
ら
く
座
っ
た
人
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を
戈
で
傷
つ
け
る
意
味
と
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
甲
骨
文
字
と
は
字
義
が
異
な
る
。

㉑　
『
類
纂
』
一
六
二
頁
。

㉒　
『
説
文
解
字
』（
二
上
）
な
ど
は
牛
の
全
体
像
と
み
る
が
、そ
の
仮
定
で
は
後
ろ
足
に

当
た
る
部
分
が
な
く
な
る
の
で
、藤
堂
明
保
『
学
研　

漢
和
大
字
典
』（
学
習
研
究
社
、

一
九
八
〇
年
）
な
ど
が
牛
の
頭
部
と
す
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。「
羊
」
に
つ
い
て
も

同
様
。

㉓　
『
類
纂
』
八
七
五
〜
八
七
六
頁
。

㉔　
『
説
文
解
字
』
は
「
干
・
口
に
従
う
。
干
は
亦
声
」（
三
上
）
と
し
、
藤
堂
『
漢
字
語

源
辞
典
』（
五
二
七
頁
）
な
ど
も
こ
れ
に
従
う
が
、
舌
（
ι
）
の
上
部
と
武
器
の
一
種

で
あ
る
干
（
ρ
）
は
、
や
や
字
形
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
字
形
の
上
部
を
干
と
解

す
る
と
、
甲
骨
文
字
の
「
ι
」
の
う
ち
唾
液
を
表
す
小
点
が
説
明
で
き
な
い
。

㉕　

拙
著
『
甲
骨
文
字
小
字
典
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
七
頁
。

㉖　
『
類
纂
』
一
五
六
〜
一
五
八
頁
。

㉗　

郭
錫
良
『
漢
字
古
音
手
冊
』
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。

㉘　

王
力
『
漢
語
語
音
史
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
。

㉙　

藤
堂
『
漢
字
語
源
辞
典
』
八
二
五
頁
。

㉚　

甲
骨
文
字
の
段
階
で
は
、麓
の
意
味
と
し
て
「
Р
」
の
字
形
を
用
い
る
例
は
僅
少
で

あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
「
С
」、
ま
た
は
仮
借
の
用
法
で
「
Б
（
В
）」
を
使
用
し
て
い

る
。

㉛　

加
藤
常
賢
『
漢
字
の
起
原
』（
角
川
書
店
、一
九
七
〇
年
）
は
「
火
に
従
い
お
う

の
声
」

（
八
二
四
頁
）
と
す
る
が
、「
Ш
」
は
「

」（
西
周
金
文
に
初
出
）
で
は
な
く
「
卩
」

で
あ
る
か
ら
、
発
音
上
の
関
係
は
な
く
、
明
ら
か
な
誤
解
で
あ
る
。

32　
『
説
文
解
字
』（
九
下
）
で
は
、「
Ф
」
の
う
ち
羊
（
μ
）
を
声
符
に
変
え
た
「
嶽
」

の
ほ
か
、
戦
国
時
代
の
古
文
と
し
て
丘
と
山
に
従
う
会
意
の
字
形
を
掲
載
し
て
い
る
。

33　

董
作
賓
「
大
亀
四
版
考
釈
」（『
安
陽
発
掘
報
告
』
三
、一
九
三
一
年
）
に
よ
る
発
見
。

甲
骨
文
字
の
前
辞
に
署
名
さ
れ
る
。

34　

黄
天
樹
『
殷
墟
王
卜
辞
的
分
類
与
断
代
』（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
李
学

勤
・
彭
裕
商
『
殷
墟
甲
骨
分
期
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

35　

甲
骨
文
字
の
刻
辞
は
、
ま
ず
縦
方
向
の
画
に
つ
い
て
全
体
に
彫
刻
し
、
そ
の
後
に
横

方
向
を
彫
刻
す
る
。
横
方
向
の
彫
り
忘
れ
は
、第
一
段
階
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
一
文
字
だ
け
で
は
な
く
甲
骨
片
全
体
の
横
画
を
欠
し
て
い
る
。

36　

ど
の
文
字
コ
ー
ド
に
す
る
か
は
未
定
。「
達
」
や
「
逆
」
と
す
る
説
も
あ
る
。

37　

筆
者
は
「tru

e typ
e fon

t

」
で
甲
骨
文
字
フ
ォ
ン
ト
を
作
成
し
て
い
る
。
ま
た
、

後
述
す
る
よ
う
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
結
果
に
は
複
数
の
フ
ォ
ン
ト
フ
ァ
イ
ル
の

情
報
を
反
映
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

38　

た
だ
し
、
甲
骨
文
字
で
頻
用
さ
れ
る
文
字
に
つ
い
て
は
、
一
例
ず
つ
読
ん
で
い
く
こ

と
に
手
間
が
か
か
る
の
で
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
際
に
は
、
亡
失
字
で
か
つ
頻

用
さ
れ
る
文
字
に
つ
い
て
は
コ
ー
ド
を
分
け
る
こ
と
も
検
討
し
た
い
。

39　

郭
沫
若
『
卜
辞
通
纂
攷
釈
』（
文
求
堂
、
一
九
三
三
年
）
な
ど
。

40　

甲
骨
文
字
の
「
子
」
に
は
、
幼
児
を
指
す
用
法
や
親
族
の
男
性
の
意
味
な
ど
が
あ

り
、
短
文
の
場
合
に
は
特
定
が
難
し
い
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
存
命
中
の
人
物
を
指
し

て
用
い
ら
れ
る
。

41　

陳
年
福
『
殷
墟
甲
骨
文

釈
全
編
』
綫
装
書
局
、
二
〇
一
〇
年
。

42　
『
類
纂
』
一
三
四
四
頁
。

43　

甲
骨
文
字
に
は
「
疾
疫
（
Ρ
и
）」
と
い
う
用
語
も
見
ら
れ
る
（『
甲
骨
文
合
集
』

一
三
六
五
八
）。
な
お
、
甲
骨
文
字
に
は
戦
役
や
賦
役
な
ど
の
意
味
は
な
く
、
そ
れ
ら

は
後
代
に
出
現
し
た
引
伸
義
（
後
起
の
字
義
）
で
あ
る
。

44　

甲
骨
文
字
を
含
め
、
漢
字
（
漢
語
）
で
は
一
文
字
に
つ
き
一
音
節
で
あ
る
が
、「
н
」

の
よ
う
な
合
文
は
二
音
節
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、こ
の
点
で
も
漢
語
に
お
け
る
単
一

文
字
と
は
見
な
せ
な
い
。

45　

図
表
4
は
、
記
載
さ
れ
た
暦
譜
も
実
際
の
も
の
で
は
な
く
、
記
載
内
容
を
実
際
の
金

文
の
摸
写
と
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
た
だ
し
、金
文
に
似
せ
た
文
字
は
金
文
の
字
形
研

究
に
は
使
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

46　

有
名
な
も
の
は
「
家
譜
刻
辞
」（『
英
国
所
蔵
甲
骨
集
』
二
六
七
四
）
で
あ
る
。
殷
代

お
よ
び
西
周
代
の
甲
骨
文
字
・
金
文
で
は
、
故
人
に
対
し
て
世
代
内
の
長
幼
を
区
別
し

な
い
が
、「
家
譜
刻
辞
」
で
は
祖
先
の
一
部
が
「
弟
」
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時

の
文
化
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、殷
代
に
は
死
者
は
す
べ
て
十
干
で
呼
称
さ
れ
て
い

る
が
、「
家
譜
刻
辞
」
で
は
実
名
で
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
偽
作
を
示
唆
す
る
要
素

で
あ
る
。

47　

そ
の
内
訳
は
、
人
体
ま
た
は
そ
の
一
部
に
関
係
す
る
部
首
の
文
字
が
五
〇
一
字
、
自

然
に
関
係
す
る
部
首
の
文
字
が
二
一
二
字
、
動
植
物
に
関
係
す
る
部
首
の
文
字
が

三
三
九
字
、
武
器
・
器
物
に
関
係
す
る
部
首
の
文
字
が
二
八
八
字
、
そ
れ
以
外
の
文
字
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が
五
七
二
字
で
あ
る
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、
甲
骨
文
字
フ
ォ
ン
ト
は
字
種
の
下
限

の
文
字
コ
ー
ド
数
で
製
作
し
て
い
る
。

48　

自
作
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
て
、
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
の
「m

orogram

」（
師
茂
樹
製
作
。

ver0.7.3a

を
使
用
。http://sou

rceforge.jp/projects/m
orogram

/ 

な
ど
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
）に
よ
っ
て
機
械
的
に
統
計
し
た
。
集
計
す
る
文
字
列
数
の
指
定
方

法
な
ど
に
つ
い
て
は
、h

ttp://w
w

w
.sh

u
iren

.org/ch
u

den
/teach

/n
-gram

/02.
h

tm

（
山
田
崇
仁
製
作
。
サ
イ
ト
名
「
睡
人
亭
」） 

を
参
照
。

49　

こ
れ
は
現
代
の
文
章
で
も
同
じ
で
あ
る
。
文
章
に
出
現
す
る
字
種
と
そ
の
比
率
は
、

文
字
が
無
限
に
存
在
し
な
い
限
り
、
文
章
の
総
量

が
大
き
く
な
れ
ば
、
一
例
し
か
出
現
し
な
い
文
字

の
比
率
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
挙
げ

た
の
は
拙
著
『
殷
代
史
研
究
』（
朋
友
書
店
、

二
〇
一
二
年
）
と
拙
稿
「
漢
字
の
成
り
立
ち
」
の
出

現
頻
度
別
の
字
種
数
で
あ
り
、
総
字
数
が
多
い
前

者
の
方
が
僅
少
例
の
字
種
が
少
な
く
な
っ
て
い

る
。（
い
ず
れ
も
校
正
前
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
使

用
し
て
統
計
し
た
）。

50　
『
玉
篇
』
は
大
部
分
が
散
逸
し
た
。
総
字
数
に
つ

い
て
は
唐
代
の
封
演
『
封
氏
聞
見
記
』
に
記
載
。

51　

後
に
商
が
「
尚
」
に
変
化
し
、ま
た
意
符
と
し
て

「
貝
」
が
加
え
ら
れ
て
「
賞
」
の
字
形
に
な
っ
た
。

52　

彡
の
部
分
は
酒
の
滴
で
は
な
く
香
り
と
す
る
説
も
あ
る
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
字
義
と

し
て
は
酒
を
捧
げ
る
祭
祀
儀
礼
の
名
で
あ
り
、
字
釈
は
「
酒
」
と
な
る
。

53　

董
作
賓
『
殷
暦
譜
』
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
四
五
年
。

54　

林

「
小
屯
南
地
発
掘
與
殷
墟
甲
骨
断
代
」（『
古
文
字
研
究
』
九
、一
九
八
四
年
）、

黄
天
樹
『
殷
墟
王
卜
辞
的
分
類
与
断
代
』、李
学
勤
・
彭
裕
商
『
殷
墟
甲
骨
分
期
研
究
』。

55　

島
邦
男
『
殷
墟
卜
辞
研
究
』
弘
前
大
学
文
理
学
中
国
研
究
会
、
一
九
五
八
。

56　
『
殷
墟
卜
辞
研
究
』
四
四
三
〜
四
四
五
頁
。

57　
『
類
纂
』
三
四
五
〜
三
四
七
頁
な
ど
。

58　

李
学
勤
・
斎
文
心
・
艾
蘭
『
英
国
所
蔵
甲
骨
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
。

59　

藤
堂
明
保
『
漢
字
語
源
辞
典
』
や
白
川
静
『
字
統
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）
な

ど
。
お
そ
ら
く
、
周
代
に
お
い
て
、
腹
部
を
示
す
指
事
記
号
が
腹
部
が
膨
ら
ん
だ
状
態

と
誤
認
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
甲
骨
文
字
に
は
、身
と
は
別
に
孕
（
ワ
）
の
文
字
が
あ

り
、
こ
ち
ら
が
妊
娠
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

60　

隷
定
字
は
「
ы
」
で
あ
り
、甲
骨
文
字
で
は
神
が
も
た
ら
す
災
厄
の
意
味
と
し
て
主

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
祟
」
以
外
に
も
、「
害
」
や
「
災
」
の
意
味
と
す
る
説
が
あ

る
。

追
記
・
本
稿
はJS

P
S

科
研
費25870904

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
助
教
）

『殷代史研究』 「漢字の
成り立ち」

字種 比率 字種 比率
1例 439 18.6% 304 32.2%
2 例 224 9.5% 148 15.7%
3 例 170 7.2% 81 8.6%
4 例以上 1525 64.7% 411 43.5%
合計 2358 100.0% 944 100.0%
総字数 約 26 万 5 千字 約 1万 5千字


