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跡
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園
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大
学
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学
部
紀
要
　
第
五
八
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
十
五
日
）

漢
〈
封
邰
等
字
残
碑
〉
小
考

A
  Study of Fengtai C

anbei 〈（封
邰
残
碑

）〉of the H
an D

ynasty
 

横
田
　
恭
三

Y
O

K
O

TA
  K

yozo

要
旨二

〇
一
五
年
九
月
︑
河
北
省
邢
台
市
開
元
寺
東
側
に
あ
る
邢
台
博
物
館
の
敷
地
内
よ
り
︑
漢

代
の
残
碑
が
発
見
さ
れ
た
︒
全
文
で
百
余
字
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
断
碑
の
た
め
碑
名
が
欠
け

て
い
る
も
の
の
︑
首
行
に
﹁
封
邰
﹂
の
二
字
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
︑〈
封
邰
等
字
残
碑
〉
と
命

名
さ
れ
た
︒
残
さ
れ
た
碑
面
の
文
字
そ
の
も
の
の
劣
化
の
程
度
は
軽
い
た
め
︑
拓
本
で
あ
っ
て

も
字
口
が
明
瞭
で
︑
筆
遣
い
の
呼
吸
が
垣
間
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
︒

こ
の
碑
は
︑
胡
湛
・
石
従
枝
に
よ
る
論
考
﹁
刑
州
新
出
土
︽
漢
封
邰
残
碑
︾
考
﹂（﹃
書
法
叢

刊
﹄
二
〇
︱
三
）
で
紹
介
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
後
漢
・
霊
帝
の
中
平
六
年
（
一
八
九
）

の
刻
と
さ
れ
る
︒〈
曹
全
碑
〉〈
張
遷
碑
〉
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
隷
書
碑
に
あ
た
る
が
︑
そ
の
方
正

な
隷
書
の
書
風
は
〈
熹
平
石
経
〉〈
張
遷
碑
〉
に
近
似
し
て
い
る
と
み
る
︒
本
論
考
で
は
先
行

論
文
を
参
考
に
し
つ
つ
も
︑〈
熹
平
石
経
〉〈
張
遷
碑
〉
の
比
較
の
み
な
ら
ず
︑
後
漢
晩
期
の
一

つ
の
筆
法
と
考
え
ら
れ
る
方
整
な
隷
書
書
法
が
︑
同
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て

い
た
の
か
︑
ま
た
後
の
魏
の
隷
書
書
法
と
の
関
連
は
あ
る
の
か
︑
当
該
碑
を
中
心
に
検
討
し
た
︒

そ
の
結
果
︑
い
く
つ
か
新
た
な
見
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
ず
碑
面
の
文
字
の
配
列
ス

ペ
ー
ス
は
類
例
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
︒
二
つ
目
に
特
異
な

字
形
・
字
体
を
用
い
て
い
る
こ
と
︒〈
張
遷
碑
〉
は
つ
と
に
誤
字
や
不
適
切
な
仮
借
字
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑〈
封
邰
残
碑
〉
も
特
殊
な
字
形
・
字
体
が
い
く
つ
か

使
わ
れ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
左
右
の
払
い
出
し
の
収
筆
部
に
見
ら
れ
る
﹁
燕
尾
﹂︑
頭
部
を
突

き
出
す
奇
抜
な
造
形
︑
一
字
の
中
で
強
調
す
る
筆
画
︑
呼
吸
の
短
い
払
い
出
し
︑
あ
る
い
は
脚

部
の
短
縮
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
造
形
感
覚
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
︒

後
漢
末
か
ら
魏
晋
に
か
け
て
︑
隷
書
が
よ
り
パ
タ
ー
ン
化
す
る
中
で
製
作
さ
れ
た
も
の
の
一
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つ
が
〈
封
邰
残
碑
〉
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

は
じ
め
に

二
〇
一
五
年
九
月
︑
河
北
省
邢
台
市
開
元
寺
東
側
に
あ
る
邢
台
博
物
館
の
敷
地
内

よ
り
︑
文
字
が
刻
ま
れ
た
残
石
が
発
見
さ
れ
た
︒
い
わ
ゆ
る
残
碑
の
た
め
︑
全
文
で

百
余
字
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
︒
首
行
に﹁
封
邰
﹂の
二
字
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
︑〈
封

邰
等
字
残
碑
〉（
以
下
︑
文
中
で
は
〈
封
邰
残
碑
〉
と
略
称
す
る
）
と
命
名
さ
れ
た
︒

歴
代
の
著
名
な
石
碑
は
︑
書
法
史
上
︑
諸
家
の
推
奨
を
経
て
︑
確
固
た
る
地
位
を

保
っ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
ど
れ
ほ
ど
優
れ
た
手
に
な
る
古
代
の
石
碑
で
あ
っ
て
も
︑

宋
代
以
降
の
拓
本
を
通
し
て
鑑
賞
し
た
場
合
︑
拓
紙
と
い
う
︑
い
わ
ば
一
枚
の
ベ
ー

ル
を
介
し
て
の
鑑
賞
に
な
る
だ
け
で
な
く
︑
長
い
時
代
を
経
て
き
た
こ
と
に
よ
る
劣

化
（
自
然
に
よ
る
風
化
や
人
工
的
な
破
壊
）
も
作
用
し
て
︑
当
時
の
ま
ま
の
字
姿
だ

と
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒

〈
封
邰
残
碑
〉
は
断
碑
で
は
あ
る
が
︑
残
さ
れ
た
碑
面
の
文
字
そ
の
も
の
の
劣
化

の
程
度
は
軽
い
︒お
そ
ら
く
立
碑
後
の
早
い
段
階
で
何
か
の
事
情
に
よ
っ
て
倒
壊
し
︑

地
中
に
埋
も
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
歴
代
の
名
碑
は
︑
名
碑
な
る
が
故
に
後
世

の
人
々
に
よ
っ
て
い
た
ず
ら
さ
れ
た
り
破
壊
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
れ
ら

に
比
べ
る
と
︑〈
封
邰
碑
〉
は
拓
本
で
あ
っ
て
も
字
口
が
明
瞭
で
︑
筆
遣
い
の
呼
吸

が
垣
間
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
︑
文
字
に
清
新
さ
す
ら
感

じ
ら
れ
る
︒

当
該
碑
は
︑
先
行
研
究
に
よ
り
︑
後
漢
・
霊
帝
の
中
平
六
年
（
一
八
九
）
の
刻
と

さ
れ
る
︒
と
す
る
と〈
曹
全
碑
〉〈
張
遷
碑
〉と
ほ
ぼ
同
時
代
の
隷
書
碑
に
あ
た
る
が
︑

そ
の
方
正
な
隷
書
の
書
風
は
〈
熹
平
石
経
〉〈
張
遷
碑
〉
に
近
似
し
て
い
る
と
み
る
︒

本
論
考
で
は
先
行
論
文
を
参
考
に
し
つ
つ
も
︑〈
熹
平
石
経
〉〈
張
遷
碑
〉
の
比
較
の

み
な
ら
ず
︑
後
漢
晩
期
の
一
つ
の
筆
法
と
考
え
ら
れ
る
方
整
な
隷
書
書
法
が
︑
同
時

代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
ま
た
後
の
魏
の
隷
書
書
法
と
の

関
連
は
あ
る
の
か
︑
当
該
碑
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
︒

一
．〈
封
邰
等
字
残
碑
〉
の
出
土
と
先
行
研
究

〈
封
邰
残
碑
〉
は
二
〇
一
五
年
九
月
︑
河
北
省
邢
台
市
よ
り
出
土
し
た
た
め
︑
先

行
研
究
は
︑
管
見
で
は
﹃
書
法
叢
刊
﹄
二
〇
︱
三
に
掲
載
す
る
胡
湛
・
石
従
枝
に
よ

る
﹁
刑
州
新
出
土
︽
漢
封
邰
残
碑
︾
考
﹂
と
﹃
中
国
書
法
﹄
二
〇
︱
六
（
徐
立
君
︑

胡
湛
に
よ
る
﹁
邢
州
新
出
土
︽
汉
封
邰
残
碑
︾
考
﹂
の
二
種
だ
け
で
あ
る
（
註
１
）︒
こ

の
二
種
に
共
通
す
る
執
筆
者
の
胡
湛
氏
が
同
一
人
物
で
内
容
に
ほ
と
ん
ど
差
が
み
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
本
論
考
で
は
﹃
書
法
叢
刊
﹄
を
参
考
に
検
討
し
て
み
た
い
︒
こ

こ
に
は
残
碑
出
土
の
状
況
︑
碑
文
釈
義
︑
残
碑
の
刻
立
時
間
︑
碑
形
制
の
推
移
︑
碑

主
と
残
碑
の
命
名
︑︽
封
邰
残
碑
︾
の
芸
術
的
特
徴
が
詳
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
︒

二
．〈
封
邰
等
字
残
碑
〉
の
文
字
と
そ
の
内
容

残
碑
の
文
字

︙
封
邰
︑
遠
歴
弐
代
曁
周
︙
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︙
章
句
︑
兼
詩
耽
禮
︑
論
語
︙

︙
拠
部
︑
職
鷙
撃
之
翼
︑
三
︙

︙
年
︑
州
嘉
政
治
︑
刺
史
陶
︙

︙
司
空
宗
公
旌
命
招
︙

︙
擧
孝
廉
︑
除
郎
中
︑
兼
河
︙

︙
之
後
︑
兼
領
弓
高
︑
武
垣
︙

︙
令
視
事
三
載
︒
鮮
卑
犯
︙

︙
﹇
求
﹈
退
︑
帰
来
之
日
︑
遂
離
︙

︙
﹇
平
﹈
三
年
︑
歳
在
摂
提
四
︙

︙
﹇
建
己
﹈
巳
冬
十
一
月
甲
︙

︙︙
怛
︒
俯
惟
奚
斯
頌
先
之
︙

︙
曰
︙

︙
慰
邊
民
︑
冀
階
九
︙

︙
府
幕
︑
義
︙

先
行
文
献
を
参
考
に
碑
文
の
意
味
の
概
略
を
ま
と
め
る
と
︑以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

碑
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
碑
主
の
祖
先
は
︑
邰
国
に
封
ぜ
ら
れ
た
（
註
２
）︒
文
事
に

お
い
て
は
﹃
詩
﹄﹃
書
﹄﹃
論
語
﹄
を
熟
読
し
︑
武
事
に
お
い
て
は
兵
を
率
い
て
敵
を

撃
退
し
た
︒
文
中
に
﹁
刺
史
陶
﹂
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
当
時
︑
幽
州
刺
史
に
任

ぜ
ら
れ
た
陶
謙
は
︑ひ
ょ
っ
と
す
る
と
碑
主
と
親
交
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
註
３
）︒

司
空
宗
公
︑
つ
ま
り
宗
倶
は
賢
人
を
招
聘
さ
せ
た
人
で
あ
る
と
記
す
（
註
４
）︒
碑
主
は

学
問
優
秀
で
孝
廉
に
推
挙
さ
れ
︑
郎
中
兼
河
間
郡
長
官
に
除
せ
ら
れ
︑
並
び
に
弓
高
︑

武
垣
（
と
も
に
地
名
）
の
管
轄
を
兼
ね
た
︒
の
ち
鮮
卑
族
が
国
境
を
超
え
て
侵
入
︑

碑
主
は
鮮
卑
族
を
首
尾
良
く
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き
凱
旋
し
て
帰
国
し
た
後
︑
官
を

辞
し
て
故
郷
へ
帰
っ
た
︒
碑
文
は
こ
れ
ら
の
文
の
あ
と
︑﹁
□
平
三
年
﹂﹁﹁
□
□
巳
冬
﹂

の
二
つ
の
年
号
に
関
係
す
る
語
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
胡
堪
・
石
従
枝
の
検
討
に
拠
れ

ば
︑
当
該
碑
の
第
一
〇
行
﹁
□
平
三
年
︑
歳
在
摂
提
四
﹂
と
︑
張
遷
碑
文
中
﹁
惟
中

平
三
年
︑
歳
在
摂
提
二
月
震
節
﹂
の
語
と
を
比
較
し
て
み
る
と
︑
二
碑
の
体
式
は
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
り
︑﹁
摂
提
﹂
と
称
す
る
紀
年
法
の
一
つ
を
採
用
し
て
い
る
︒
つ
ま
り

こ
れ
は
寅
年
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
︒
次
に
第
一
一
行
﹁
□
□
巳
冬
十
一
月
甲
﹂
=

己
巳
年
は
延
熹
年
間
よ
り
早
い
場
合
は
永
建
四
年
（
一
二
九
）︑
遅
れ
る
場
合
は
光

熹
元
年
（
一
八
九
=
中
平
六
年
）
と
な
る
が
︑
後
者
の
方
が
適
し
て
い
る
︒
よ
っ
て

﹁
中
平
三
年
﹂（
一
八
六
）
は
碑
主
が
刑
州
の
任
を
終
え
て
離
れ
た
年
で
あ
り
︑
中
平

六
年（
一
八
九
）が
立
碑
の
年
に
当
た
る
と
み
る
（
註
５
）︒
つ
ま
り
︑中
平
三
年
に
卒
し
︑

中
平
六
年
に
立
碑
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
碑
文
に
﹁
慰
邊
民
︑
冀
階
九
﹂
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
︑
碑
主
は
鮮
卑
族
を

鎮
め
る
の
に
功
績
が
あ
り
﹁
冀
く
は
九
階
に
昇
ら
ん
﹂
の
状
況
に
至
っ
た
人
だ
と
考

え
ら
れ
る
︒
ま
た
碑
文
末
に
﹁
幕
府
︑
義
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
王
府
幕

僚
︑
義
士
あ
る
い
は
義
従
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
記
さ
れ
た
官
銜

は
碑
銘
の
後
に
あ
る
た
め
︑
あ
る
い
は
碑
主
の
直
属
の
碑
を
建
て
た
人
の
官
銜
ま
た

は
身
分
の
名
称
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
︒
以
上
が
︑
胡
湛
・
石
従

枝
両
名
の
碑
文
に
関
す
る
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

中
平
六
年
の
前
後
に
刻
さ
れ
た
石
碑
を
挙
げ
れ
ば
︑〈
白
石
神
君
碑
〉（
一
八
三
年
）︑

図
1

封
邰
等
字
残
碑
全
景

図１　〈封邰残碑〉全景



110

跡見学園女子大学文学部紀要　第 58 号　2023

〈
王
舎
人
碑
〉（
一
八
三
年
）︑〈
曹
全
碑
〉（
一
八
五
年
）︑張
遷
碑
（
一
八
六
年
）︑〈
圉

令
趙
君
碑
〉（
一
九
〇
年
）︑〈
樊
敏
碑
〉（
二
〇
五
年
）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
︒

報
告
で
は
︑
残
碑
の
幅
が
一
二
四
㎝
︑
高
さ
が
八
五
㎝
と
あ
る
︒
一
行
最
大
八
字
︑

読
み
得
る
総
字
数
は
百
五
字
で
あ
る（
註
６
）︒
両
サ
イ
ド
の
文
字
が
欠
け
て
い
る
た
め
︑

文
字
の
行
数
は
一
六
行
よ
り
い
く
ら
か
多
い
か
も
し
れ
な
い
︒〈
張
遷
碑
〉は
一
六
行
︑

満
行
四
二
字
で
あ
る
︒〈
礼
器
碑
〉
は
同
じ
く
一
六
行
︑
満
行
三
六
字
で
あ
る
︒〈
封

邰
残
碑
〉
が
仮
に
一
六
行
︑
満
行
三
六
字
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
お
そ
ら
く
五
百
字

を
超
え
る
で
あ
ろ
う
︒
現
在
判
読
可
能
な
文
字
は
石
碑
全
体
の
五
分
の
一
程
度
に
し

か
な
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
︑
前
述
の
よ
う
に
碑
文
の
解
釈
が
詳
細
に

確
認
で
き
た
こ
と
は
先
行
研
究
の
成
果
と
い
え
る
︒

三
．〈
封
邰
等
字
残
碑
〉
の
文
字
の
特
徴

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
︑
方
整
を
旨
と
す
る
〈
封
邰
残
碑
〉
の
字
形
は
〈
張
遷
碑
〉

や〈
熹
平
石
経
〉に
近
似
す
る
と
い
う
（
註
７
）︒
し
か
し
︑つ
ぶ
さ
に
比
較
し
て
み
る
と
︑

共
通
す
る
特
徴
ば
か
り
で
は
な
く
︑
相
違
点
も
見
い
だ
せ
る
︒
以
下
に
指
摘
し
て
み

た
い
︒

ま
ず
全
体
の
文
字
の
配
置
を
考
え
て
み
た
い
︒
一
字
を
配
置
す
る
ス
ペ
ー
ス
の
比

率
で
あ
る
が
︑縦
一
に
対
し
て
横
は
一
.
二
の
ス
ペ
ー
ス
を
取
っ
て
い
る
︒〈
曹
全
碑
〉

は
扁
平
な
造
形
が
多
い
が
︑縦
横
の
ス
ペ
ー
ス
の
比
率
は
ほ
ぼ
一
対
一
で
あ
る
︒〈
熹

平
石
経
〉（
周
易
）
の
そ
れ
は
︑は
や
り
一
対
一
で
あ
る
︒
つ
ま
り
〈
封
邰
残
碑
〉
は
︑

こ
れ
ま
で
の
漢
碑
に
比
べ
て
方
形
の
マ
ス
目
で
は
な
く
︑
や
や
扁
平
な
マ
ス
目
に
や

や
縦
長
気
味
の
文
字
を
刻
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
視
覚
的
に

は
こ
れ
ま
で
の
後
漢
の
石
碑
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
︑
つ
ま
り
字
間

よ
り
も
行
間
の
方
に
一
定
の
ス
ペ
ー
ス
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
（
註
８
）︒
次
に

特
殊
な
字
形
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
︒

特
殊
な
字
形
（
一
一
二
～
一
一
四
頁
の
表
１
参
照
）

遠
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁
袁
﹂
の
下
部
を
篆
体
に
従
っ
て
い
る
︒
こ
の
例
は
後
漢
後

期
の
石
碑
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
︒
後
漢
末
年
の
作
で
は
あ
る
が
︑
篆
体
の

名
残
り
が
ひ
ょ
っ
こ
り
顔
を
出
す
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒

耽
:〈
封
邰
碑
〉
は
耳
偏
を
﹁

﹂
に
作
る
︒
同
じ
耳
偏
の
﹁
職
﹂
は
﹁

﹂

に
作
っ
て
い
る
︒
耳
偏
の
書
き
ぶ
り
は
ど
ち
ら
も
許
容
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
︒
旁
の
﹁
冘
﹂
は
頭
を
突
き
出
さ
な
い
書
き
方
で
あ
る
︒

職
:〈
張
遷
碑
〉〈
曹
全
碑
〉
は
と
も
に
﹁
耳
﹂
の
左
下
に
﹁
ノ
﹂
が
あ
る
︒〈
西
嶽

崋
山
廟
碑
〉〈
熹
平
石
経
〉
に
は
﹁
ノ
﹂
が
見
ら
れ
な
い
︒
な
お
︑
晋
〈
皇
帝
三

臨
辟
雍
碑
〉に
は﹁
ノ
﹂が
付
い
て
い
る
︒
上
述
の﹁
耽
﹂で
触
れ
た
よ
う
に
︑﹁
ノ
﹂

の
有
無
は
許
容
範
囲
で
あ
ろ
う
︒
ま
た﹁
戈
﹂の﹁
ノ
﹂が
刻
さ
れ
て
い
な
い
︒
軽
々

に
は
判
断
で
き
な
い
が
︑
他
の
漢
碑
に
は
類
例
が
見
ら
れ
な
い
た
め
︑
単
な
る
省

略
も
し
く
は
誤
字
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
︒

撃
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
左
の
部
位
を
﹁

﹂
に
作
る
が
︑こ
う
し
た
例
は
な
い
︒〈
熹

平
石
経
〉
は
﹁

﹂
に
作
る
︒
な
お
︑
こ
の
部
位
と
同
じ
字
形
に
な
っ
て
い

る
字
に
﹁
離
﹂
が
あ
る
︒

之
:
扁
平
に
作
り
や
す
い
文
字
で
は
あ
る
が
︑〈
封
邰
碑
〉
は
最
終
画
を
極
度
に
斜
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漢〈封邰等字残碑〉小考

め
下
に
お
ろ
し
て
払
い
出
し
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑〈
礼
器
碑
〉と
比
較
し
た
場
合
︑

よ
り
方
形
に
な
っ
て
い
る
︒

治
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁
ム
﹂
の
部
位
を
離
し
た
造
形
に
作
る
︒〈
礼
器
碑
〉
は
〈
封

邰
残
碑
〉
と
同
様
に
離
し
た
書
き
方
と
﹁
△
﹂
に
作
る
書
き
方
と
の
二
種
類
が
許

容
さ
れ
て
い
る
︒
漢
の
〈
史
晨
後
碑
〉〈
夏
承
碑
〉︑
晋
の
〈
皇
帝
三
臨
辟
雍
碑
〉

は
い
ず
れ
も
離
し
た
書
き
方
で
あ
る
︒

陶
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
旁
の
中
を
﹁

﹂
に
作
る
︒〈
礼
器
碑
〉
が
こ
れ
に
近
い
も

の
の
︑
完
全
に
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

公
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁
治
﹂
と
同
様
に
﹁
ム
﹂
の
頭
部
を
離
し
て
い
る
︒
乙
瑛
碑

を
は
じ
め
と
す
る
歴
代
の
漢
隷
の
碑
石
は
﹁
△
﹂
に
作
っ
て
い
る
︒

命
:〈
封
邰
残
碑
〉
の
よ
う
に
﹁
口
﹂
を
﹁

﹂
字
に
作
る
例
は
漢
碑
中
〈
王
舎

人
碑
〉
以
外
は
見
当
た
ら
な
い
︒
ち
な
み
に
前
漢
の
〈
馬
王
堆
帛
書
〉
に
も
見
ら

れ
る
（
註
９
）︒
ま
た
〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁

﹂
の
よ
う
に
第
一
画
目
を
上
へ
突
き

出
す
字
形
は
〈
西
嶽
崋
山
廟
碑
〉
に
も
見
ら
れ
︑
魏
の
〈
正
始
石
経
〉
を
は
じ
め

と
す
る
多
く
の
石
碑
に
受
容
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑〈
封
邰
残
碑
〉
ほ
ど
に
は

強
調
し
て
い
な
い
︒

招
:〈
封
邰
残
碑
〉
の
旁
﹁
召
﹂
上
部
は
三
画
で
書
く
よ
う
に
見
え
る
︒
こ
の
造
形

様
式
は
他
の
漢
碑
に
見
ら
れ
な
い
︒

孝
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
第
四
画
目
﹁
ノ
﹂
を
二
筆
で
書
い
て
い
る
︒
篆
体
は
〈
乙
瑛
碑
〉

〈
礼
器
碑
〉
の
よ
う
に
第
三
画
目
と
第
四
画
目
と
を
た
す
き
掛
け
に
す
る
︒〈
張
遷

碑
〉
や
〈
曹
全
碑
〉
は
二
種
の
書
き
方
が
混
在
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
期
に
は

ど
ち
ら
も
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

中
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
第
一
画
目
と
第
二
画
目
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
部
分
な
ら
び
に
第
二

画
目
の
転
折
部
分
の
縦
画
を
上
に
突
き
出
し
て
い
る
︒
同
様
の
書
き
方
は
〈
曹
全

碑
〉
に
だ
け
見
ら
れ
る
︒

後
:〈
封
邰
残
碑
〉〈
熹
平
石
経
〉〈
池
陽
令
張
君
碑
〉
と
も
に
縦
長
の
造
形
を
と
っ

て
い
る
︒

高
:﹁
高
﹂
の
書
き
方
に
は
﹁
口
﹂
に
つ
く
る
も
の
と
梯
子
型
に
造
る
も
の
と
が
あ

る
が
︑〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁
口
﹂
に
作
る
︒
ち
な
み
に
〈
礼
器
碑
〉〈
曹
全
碑
〉
は

﹁
口
﹂
に
︑〈
乙
瑛
碑
〉
は
梯
子
型
に
作
る
（
註
10
）︒

武
:〈
礼
器
碑
〉〈
西
嶽
崋
山
廟
碑
〉
は
﹁
戈
﹂
の
ソ
リ
が
長
く
強
調
さ
れ
て
い
る
が
︑

〈
封
邰
残
碑
〉
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
る
も
の
の
方
形
に
収
め
た
た
め
︑
強
調
の
度

合
い
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
︒
魏
晋
の
隷
書
碑
は
方
形
に
作
る
も
の
が
増
加
し
て
い

る
︒
な
お
︑魏
〈
上
尊
号
奏
〉〈
受
禅
表
〉
は
ソ
リ
の
部
分
を
二
筆
で
書
い
て
い
る
︒

事
:〈
乙
瑛
碑
〉〈
礼
器
碑
〉〈
史
晨
碑
〉
は
第
一
画
目
を
長
め
に
引
い
て
全
体
の
バ

ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
︒〈
封
邰
残
碑
〉は
さ
ほ
ど
長
い
横
画
に
は
作
ら
な
い
た
め
︑

文
字
の
下
部
に
重
心
が
置
か
れ
る
︒

鮮
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁
魚
﹂
を
﹁
角
﹂
に
作
る
︒
こ
の
書
き
方
は
他
の
漢
碑
に
は

見
ら
れ
な
い
︒〈
鮮
于
璜
碑
〉
の
﹁
解
﹂
字
の
角
偏
と
全
く
同
じ
書
き
方
で
あ
る
︒

﹁
魚
﹂
と
﹁
角
﹂
が
書
き
換
え
字
と
す
る
例
は
な
い
た
め
︑
単
に
書
き
手
の
俗
字

と
し
て
の
書
き
癖
︑
も
し
く
は
刻
者
の
誤
刻
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
︒
後
考
に
俟

つ
︒

帰
:﹁
帰
﹂
の
偏
は
篆
体
か
ら
み
て
﹁

﹂
と
書
く
の
が
一
般
的
だ
が
︑〈
封
邰
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残
碑
〉
は
横
が
一
画
多
く
﹁

﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
〈
乙
瑛
碑
〉
は
﹁

﹂

と
﹁

﹂
と
の
二
種
類
の
書
き
方
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒〈
張
遷
碑
〉

は
偏
の
上
部
を
﹁
且
﹂
に
作
る
︒

離
:〈
封
邰
残
碑
〉
の
偏
﹁
离
﹂
の
書
き
方
は
他
の
漢
碑
に
類
例
が
な
い
︒〈
礼
器
碑
〉

〈
曹
全
碑
〉
は
﹁

﹂
と
書
き
︑〈
熹
平
石
経
〉
は
﹁
离
﹂
と
書
い
て
い
る
︒

な
お
︑〈
封
邰
碑
〉
の
﹁
离
﹂
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑﹁
撃
﹂
の
左
上
部
と

同
じ
書
き
方
で
あ
る
︒

年
:
第
一
画
目
の
払
う
﹁
ノ
﹂
の
書
き
方
は
〈
封
龍
山
頌
〉
に
も
見
ら
れ
る
︒
通
常

は
〈
熹
平
石
経
〉
の
よ
う
に
作
る
が
︑
正
確
に
は
﹁
年
﹂
字
に
二
系
統
が
あ
る
︒

一
つ
は
〈
封
邰
残
碑
〉
の
よ
う
に
三
本
の
横
画
を
一
本
の
縦
画
で
貫
く
書
き
方
で

あ
る
︒
も
う
一
つ
は
篆
意
を
残
し
て
﹁
禾
＋
干
﹂
に
作
る
も
の
︒
例
え
ば
︑〈
李

孟
初
神
祠
碑
〉〈
張
景
造
土
牛
碑
〉〈
孔
宙
碑
〉〈
韓
仁
銘
〉〈
尹
宙
碑
〉
な
ど
が
こ

れ
に
該
当
す
る
︒
な
お
︑〈
乙
瑛
碑
〉
の
よ
う
に
縦
画
と
三
本
の
横
画
と
の
間
に

二
つ
の
点
を
左
右
に
打
つ
書
き
方
も
あ
る
︒

歳
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁

﹂
に
作
る
が
︑
こ
の
書
き
方
は
〈
張
景
造
土
牛
碑
〉

も
同
様
で
あ
る
︒〈
西
嶽
崋
山
廟
碑
〉〈
熹
平
石
経
〉
は
﹁

﹂
に
作
る
︒〈
張

遷
碑
〉
は
〈
三
老
諱
字
忌
日
記
〉
と
同
じ
造
形
﹁

﹂
に
作
る
︒

在
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
ケ
イ
サ
ン
を
先
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
実
際
は

﹁

﹂
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒﹁
在
﹂
に
は
二
つ
の
書
き
方
が
あ
る
︒
一
つ
は
〈
礼

器
碑
〉
の
よ
う
に
五
画
で
書
く
書
き
方
と
︑〈
張
遷
碑
〉
の
よ
う
に
左
下
に
短
い

縦
画
を
入
れ
て
六
画
で
書
く
書
き
方
で
あ
る
︒

攝
:
旁
の
下
部
の
書
き
方
は
︑﹃
隷
辨
﹄
に
は
﹁

﹂
と
あ
り
︑〈
尹
宙
碑
〉〈
張

遷
碑
〉
は
同
様
に
作
る
が
︑〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁

﹂
に
作
る
（
註
11
）︒

四
:
秦
の
〈
嶧
山
刻
石
〉
は
﹁

﹂
に
作
る
が
︑
漢
隷
は
﹁

﹂﹁

﹂
が
混
在

す
る
︒〈
封
邰
残
碑
〉
は
〈
乙
瑛
碑
〉〈
礼
器
碑
〉
と
同
様
の
書
き
方
で
あ
る
（
註
12
）︒

建
:〈
礼
器
碑
〉〈
西
嶽
崋
山
廟
碑
〉
の
エ
ン
ニ
ョ
ウ
は
﹁

﹂
に
︑〈
史
晨
後
碑
〉〈
白

石
神
君
碑
〉
は
﹁

﹂
に
︑〈
曹
全
碑
〉
碑
陽
は
﹁

﹂
に
作
り
︑
魏
晋
に
な

る
と
﹁

﹂
に
簡
略
化
さ
れ
る
︒〈
敦
煌
出
土
漢
簡
〉
や
〈
居
延
漢
簡
〉
も
や
は

り
同
様
に
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
が
主
で
あ
る
（
註
13
）︒〈
封
邰
残
碑
〉
の
エ
ン
ニ
ョ

ウ
は
魏
晋
の
石
碑
と
同
じ
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
た
書
き
方
で
あ
る
︒

惟
:〈
礼
器
碑
〉
の
リ
ッ
シ
ン
ベ
ン
は
篆
体
を
残
し
た
﹁

﹂
に
作
る
︒〈
張
遷
碑
〉

〈
西
狭
頌
〉
は
﹁
忄
﹂
に
作
る
︒
リ
ッ
シ
ン
ベ
ン
は
時
代
の
推
移
と
と
も
に
簡
略

化
が
進
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑〈
封
邰
残
碑
〉
は
篆
体
を
残
し
︑
魏
〈
正
始

石
経
〉
で
も
同
様
に
篆
体
に
戻
っ
て
い
る
︒

奚
:〈
封
邰
残
碑
〉
は
﹁
爪
﹂
で
は
な
く
︑
ケ
イ
サ
ン
と
﹁
八
﹂
と
を
組
み
合
わ
せ

た
形
に
作
る
︒
こ
の
書
き
方
は
他
に
類
例
が
な
い
︒

斯
:﹁
其
﹂
の
中
を
﹁
十
﹂
に
作
る
の
は
︑
篆
体
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
︒〈
曹
全

碑
〉〈
張
遷
碑
〉
は
﹁
其
﹂
に
作
る
︒
し
か
し
︑
降
っ
て
晋
〈
皇
帝
三
臨
辟
雍
碑
〉

で
は
篆
体
の
筆
画
を
残
し
て
い
る
︒

邊
:〈
封
邰
残
碑
〉
の
旁
は
﹁
自
﹂
と
﹁
守
﹂
の
組
合
せ
で
あ
る
︒
通
常
﹁
守
﹂
の

部
位
は
﹁
寸
﹂
で
は
な
く
﹁
方
﹂
に
作
る
︒
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四
．
特
徴
的
な
造
形
感
覚

（
一
）
左
右
の
払
い
出
し
の
収
筆
部
に
「
燕
尾
」
の
よ
う
な
細
線
を
残
す

　

周
・
史
・
命
・
招
・
廉
・
後
・
鮮
・
来
・
歳
・
在
・
攝
・
提
・
先

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

﹁
鮮
﹂﹁
歳
﹂﹁
攝
﹂﹁
提
﹂
の
縦
画
か
ら
左
へ
押
し
出
す
筆
法
は
独
特
で
︑
払
い
出
さ

ず
に
一
端
留
め
る
が
勢
い
で
毛
先
が
ハ
ネ
た
よ
う
に
先
が
尖
る
︒こ
の
書
き
ぶ
り
は
︑

〈
夏
承
碑
〉〈
王
舎
人
碑
〉〈
池
陽
令
張
君
残
碑
〉
に
も
見
ら
れ
る
が
︑〈
封
邰
残
碑
〉

の
方
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
（
註
14
）︒
こ
う
し
た
書
き
ぶ
り
は
魏
の〈
受
禅
表
〉〈
孔
羨
碑
〉

な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
（
註
15
）︒

参
考

夏 

夏 

王 

池 

池 

受 
羨

（
二
）
頭
部
の
突
き
出
し　
　

論
・
旌
・
命
・
除
・
領

　

　

　

　

﹁
命
﹂
の
頭
の
部
分
を
長
め
に
突
き
出
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹁
論
﹂﹁
旌
﹂﹁
除
﹂﹁
領
﹂

に
も
共
通
し
て
い
る
造
形
で
あ
る
︒
こ
の
頭
部
の
突
き
出
し
は
︑〈
封
邰
残
碑
〉
ほ

ど
顕
著
で
は
な
い
が
︑〈
熹
平
石
経
〉
に
も
見
ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
﹁
命
﹂
の
﹁
口
﹂

部
は
︑逆
コ
の
字
型
に
造
る
︒
こ
れ
は
珍
し
い
造
形
で
あ
る
が
︑〈
池
陽
令
張
君
残
碑
〉

の
ほ
か
︑
古
く
は
〈
馬
王
堆
帛
書
〉
に
こ
の
書
き
方
が
見
ら
れ
る
の
で
︑
指
摘
し
て

お
き
た
い
︒

参
考

熹　

熹　

池　

馬

（
三
）
撃
と
離
の
字
形

　

﹁
撃
﹂
の
﹁

﹂
と
﹁
離
﹂
の
﹁
离
﹂
は
意
味
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
が
︑
こ
こ

で
は
同
じ
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
︒
音
通
な
ど
何
ら
か
の
繋
が
り
が
あ
れ
ば
︑
書
き

換
え
る
理
由
も
成
り
立
つ
が
︑
こ
こ
で
は
当
て
は
ま
ら
な
い
︒
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た

書
き
ぶ
り
の
一
例
と
見
た
い
︒

（
四
）
一
字
の
中
で
強
調
す
る
筆
画　
　

曁　

嘉　

語　

翼　

河

　

　

　

　

主
と
し
て
長
い
横
画
を
一
つ
だ
け
強
調
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
他
の
筆
画
に
比
べ

て
際
立
っ
て
太
く
強
調
し
て
い
る
例
は
珍
し
い
︒
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
書
き
ぶ
り
の
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一
例
と
し
て
指
摘
し
て
お
く
︒

（
五
）
波
磔
の
呼
吸
の
短
さ　
　

章　

嘉　

空　

礼　

載

　

　

　

　

〈
張
遷
碑
〉
は
重
厚
な
筆
画
に
よ
り
︑
波
磔
の
払
い
出
し
部
分
の
運
筆
の
呼
吸
は
短

め
に
な
る
が
︑〈
封
邰
残
碑
〉
ほ
ど
短
く
な
い
︒

参
考

張
遷　

張
遷　

張
遷

（
六
）
短
縮
す
る
脚
部　
　

語
・
撃
・
翼
・
旌
・
命
・
卑
・
年
・
甲

　

　

　

　

　

　

　

脚
部
を
極
端
に
短
く
作
っ
た
結
果
︑
文
字
は
や
や
不
安
定
な
造
形
に
な
っ
て
い
る
（
註
16
）︒

〈
西
嶽
崋
山
廟
碑
〉
の
﹁
年
﹂
や
〈
乙
瑛
碑
〉
の
﹁
甲
﹂
と
比
較
し
て
み
る
と
そ
の

相
違
が
よ
く
分
か
る
︒

参
考

華　

乙

五
．
後
漢
晩
期
～
魏
晋
に
か
け
て
の
書
風
の
変
遷

康
有
為
﹃
広
藝
舟
双
楫
﹄
に
﹁
至
于
隷
法
︑
体
気
益
多
︑
駿
爽
則
有
〈
景
君
〉〈
封

龍
山
〉〈
馮
錕
〉︑
疏
宕
則
有
〈
西
狭
頌
〉〈
孔
宙
〉〈
張
寿
〉︑
高
渾
則
有
〈
楊
孟
文
〉

〈
楊
統
〉〈
楊
著
〉〈
夏
承
〉︑
華
艶
則
有
〈
尹
宙
〉〈
樊
敏
〉〈
范
式
〉︑
虚
和
則
有
〈
乙

瑛
〉〈
史
晨
〉︑凝
整
則
有
〈
衡
方
〉〈
白
石
神
君
〉〈
張
遷
〉︑秀
韵
則
有
〈
曹
全
〉〈
元

孫
〉︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
後
漢
の
桓
帝
霊
帝
次
期
は
分
書
が
成
熟
の
域
に
達
し
︑
ま

さ
に
百
花
斉
放
の
感
が
あ
る
（
註
17
）︒
そ
の
理
由
は
国
教
と
な
っ
た
儒
家
思
想
の
影
響

に
よ
り
︑﹁
樹
碑
立
伝
（
碑
を
樹
て
伝
を
立
て
る
）﹂
し
︑
生
前
の
功
名
を
輝
か
せ
ん

と
す
る
た
め
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
湯
大
民
﹃
中
国
書
法
簡
史
﹄
で
は
︑
漢
代
の
碑

刻
伝
存
は
四
百
種
に
達
し
︑
桓
帝
・
霊
帝
時
代
の
名
碑
（〈
少
仕
州
郡
等
字
残
碑
〉

（
一
三
三
）
か
ら
〈
張
遷
碑
〉（
一
八
六
）
ま
で
）
二
四
種
を
列
挙
し
て
い
る
（
註
18
）︒

沃
興
華
﹃
挿
図
本
中
国
書
法
史
﹄
で
︑後
漢
後
期
の
手
厚
い
葬
送
儀
礼
に
ふ
れ
﹁
こ

の
種
の
刻
碑
風
気
は
分
書
に
そ
の
活
躍
の
場
を
提
供
し
た
﹂
と
指
摘
す
る
（
註
19
）︒
し

か
し
︑
魏
晋
以
降
は
基
準
と
な
っ
た
〈
熹
平
石
経
〉
の
影
響
を
受
け
て
︑
分
書
の
字

体
は
た
い
し
た
発
展
の
余
地
を
失
っ
た
と
い
え
る
︒
文
字
の
サ
イ
ズ
は
ほ
ぼ
一
定
に

な
り
︑
方
整
で
"横
平
竪
直
"を
旨
と
す
る
字
体
に
傾
い
た
︒
本
論
考
で
取
り
上
げ

た
〈
封
邰
残
碑
〉
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
時
代
の
推
移
の
中
で
製
作
さ
れ
た
石
碑
と
い
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う
こ
と
が
で
き
る
︒

最
後
に
本
論
考
で
採
り
上
げ
た
主
な
漢
碑
に
つ
い
て
︑
補
足
事
項
を
記
し
て
お
き

た
い
︒

（
一
）
熹
平
石
経

後
漢
・
熹
平
五
年
（
一
七
六
）
~
光
和
六
年
（
一
八
三
）
に
か
け
て
製
作
さ
れ
た

碑
刻
︒
蔡
邕
ら
の
奏
請
に
よ
り
﹁
易
﹂﹁
詩
﹂﹁
書
﹂﹁
儀
礼
﹂﹁
春
秋
﹂﹁
公
羊
伝
﹂﹁
論

語
﹂
の
七
種
の
経
書
を
校
定
し
︑
洛
陽
の
太
学
に
列
置
し
た
も
の
︒
碑
石
の
総
数
は

四
六
石
︑一
碑
は
三
〇
〇
×
一
二
〇
㎝
︒歴
史
上
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
政
府
に
よ
っ

て
製
作
さ
れ
た
儒
家
の
経
典
で
あ
る
︒
書
体
は
す
べ
て
隷
書
の
た
め
︑
一
字
石
経
と

も
称
さ
れ
る
︒
後
漢
末
~
北
朝
時
期
に
か
け
て
の
度
重
な
る
戦
乱
や
移
動
に
よ
っ
て

壊
れ
た
り
失
っ
た
り
し
た
︒
北
宋
以
来
︑洛
陽
で
断
続
的
に
出
土
し
︑馬
衡
氏
は
﹃
漢

石
経
集
存
﹄
を
上
梓
し
て
い
る
（
註
20
）︒
近
年
︑
洛
陽
の
太
学
遺
址
に
お
い
て
石
経
残

石
お
よ
び
碑
趺
が
発
見
さ
れ
て
い
る
︒

（
二
）
張
遷
碑

後
漢
・
中
平
三
年
（
一
八
六
）︑
蕩
陰
県
令
に
転
出
す
る
張
遷
の
た
め
に
記
念
と

し
て
建
立
し
た
も
の
︒
明
代
初
期
に
山
東
省
東
阿
県
で
出
土
し
︑
現
在
は
泰
安
市
内

の
岱
廟
内
の
歴
代
碑
刻
陳
列
室
に
列
置
さ
れ
て
い
る
︒碑
石
は
三
一
五
×
一
〇
六
㎝
︒

古
朴
な
隷
書
の
代
表
と
さ
れ
る
︒
西
林
昭
一
氏
は
こ
の
碑
の
書
は
稚
拙
で
書
格
が
低

い
と
か
不
自
然
な
書
だ
と
い
う
よ
う
な
貶
め
る
評
価
に
対
し
て
﹁
ご
く
近
い
と
こ
ろ

か
ら
出
土
の
鮮
于
璜
碑
の
碑
陰
の
書
風
と
酷
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
こ
の
地
に

お
け
る
一
書
風
と
み
て
よ
い
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
（
註
21
）︒

（
三
）
鮮
于
璜
碑

後
漢
・
延
熹
八
年
（
一
六
五
）
の
製
作
︒
一
九
七
三
年
︑
河
北
省
武
清
県
蘭
城
村

で
出
土
し
た
︒
碑
石
は
高
さ
二
四
一
×
八
三
㎝
︑
厚
さ
一
二
㎝
︒
現
在
︑
天
津
市
芸

術
博
物
館
に
あ
る
︒
碑
陽
と
碑
陰
の
書
風
に
書
き
ぶ
り
の
差
が
み
ら
れ
る
︒
碑
陽
は

扁
平
な
結
体
を
主
と
し
︑
重
厚
で
謹
厳
な
趣
を
有
し
て
い
る
︒

（
四
）
池
陽
令
張
君
残
碑

清
の
光
緒
二
六
年
（
一
九
〇
〇
）︑
河
南
省
修
武
県
で
発
見
さ
れ
た
︒
杜
九
錫
︑

端
方
︑
葛
成
修
︑
周
進
諸
家
の
収
蔵
を
逓
伝
し
た
︒
一
九
三
五
年
︑
周
進
は
碑
の
左

側
下
半
を
手
に
入
れ
た
︒
一
九
三
八
年
︑
黄
伯
川
は
さ
ら
に
左
側
中
間
部
分
の
残
石

を
入
手
し
た
︒
こ
の
三
片
の
残
石
の
内
︑
二
石
は
故
宮
博
物
院
に
︑
残
り
の
一
石
は

原
石
が
不
明
で
あ
り
︑
搨
本
だ
け
が
遺
さ
れ
て
い
る
︒﹃
中
国
書
法
芸
術
﹄（
秦
漢
）

で
は
︑
こ
の
碑
の
書
法
は
〈
熹
平
石
経
〉
に
近
似
し
て
お
り
﹁
方
整
雄
渾
︑
結
体
厳

謹
﹂
と
い
い
︑﹁
長
波
曳
脚
﹂
の
勢
は
み
ら
れ
ず
︑
魏
晋
書
風
の
先
河
を
開
く
と
述

べ
て
い
る
（
註
22
）︒

ま
と
め

先
行
研
究
を
も
と
に
し
て
︑
い
く
つ
か
新
た
な
見
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
︒
ま

ず
碑
面
は
類
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
文
字
の
配
置（
天
地
左
右
の
ス
ペ
ー
ス
の
取
り
方
）

で
あ
っ
た
︒
二
つ
目
に
特
殊
な
字
形
・
字
体
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒〈
張
遷
碑
〉

は
つ
と
に
誤
字
や
不
適
切
な
仮
借
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
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が
︑〈
封
邰
残
碑
〉
は
誤
記
の
他
︑
違
う
字
形
・
字
体
が
複
数
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
左
右
の
払
い
出
し
の
収
筆
部
に
見
ら
れ
る
﹁
燕
尾
﹂︑
頭

部
を
突
き
出
す
奇
抜
な
造
形
︑
一
字
の
中
で
強
調
す
る
筆
画
︑
呼
吸
の
短
い
払
い
出

し
︑
あ
る
い
は
脚
部
の
短
縮
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
造
形
感
覚
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
で
き
た
︒

王
靖
憲
﹁
東
漢
碑
刻
的
隷
書
﹂
中
で
︑
後
漢
の
碑
刻
隷
書
を
お
お
む
ね
二
つ
の
類

型
に
分
け
て
い
る
︒
一
類
は
字
形
が
比
較
的
方
整
で
法
度
厳
謹
︑
か
つ
波
磔
が
明
瞭

で
あ
り
︑
も
う
一
類
は
書
き
ぶ
り
の
法
度
が
さ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
く
︑
自
由
度
が
高

く
気
ま
ま
な
趣
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
さ
ら
に
続
け
て
︑
前
者
の
書
に
は
〈
乙
瑛

碑
〉〈
史
晨
碑
〉〈
張
景
造
土
牛
碑
〉〈
鄭
固
碑
〉〈
華
山
碑
〉〈
熹
平
石
経
〉〈
張
遷
碑
〉

〈
鮮
于
璜
碑
〉
な
ど
が
該
当
し
︑後
者
は
〈
三
老
諱
字
忌
日
記
〉〈
陽
三
老
刻
石
〉〈
武

梁
祠
画
像
題
榜
字
〉〈
開
通
褒
斜
道
刻
石
〉〈
石
門
頌
〉
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
︒

ま
た
〈
鮮
于
璜
碑
〉
は
方
正
厳
謹
な
書
で
〈
張
遷
碑
〉〈
景
君
碑
〉〈
衡
雲
碑
〉〈
西

狭
頌
〉
に
近
い
書
風
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
︑
一
種
特
有
の
風
格
を
持
つ
漢
碑
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
註
23
）︒

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
︑〈
封
邰
残
碑
〉
は
〈
熹
平
石
経
〉〈
張
遷
碑
〉
と
近
似
し
て

い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
が
︑
本
論
考
で
は
け
っ
し
て
近
似
し
て
い
る
と
は
言
い

切
れ
な
い
部
分
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
こ
で
︑
王
靖
憲
が
指
摘
す
る
一
類

を
さ
ら
に
細
分
化
し
て
︑
①
扁
平
な
造
形
で
端
正
な
姿
を
有
す
る
謹
厳
な
書
き
ぶ
り

の
も
の
︒
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
〈
乙
瑛
碑
〉〈
礼
器
碑
〉〈
史
晨
碑
〉〈
曹
全
碑
〉

な
ど
︒
②
方
形
な
造
形
で
風
格
が
雄
渾
な
書
き
ぶ
り
の
も
の
︒〈
張
遷
碑
〉〈
西
狭
頌
〉

〈
鮮
于
璜
碑
〉
な
ど
︒
こ
れ
に
加
え
て 

③
方
形
で
は
あ
る
が
︑
用
筆
と
造
形
に
や
や

パ
タ
ー
ン
化
し
た
姿
態
が
み
え
る
書
き
ぶ
り
の
も
の
︒〈
夏
承
碑
〉〈
王
舎
人
碑
〉〈
封

邰
碑
〉〈
池
陽
令
張
君
残
碑
〉
が
こ
れ
に
該
当
す
る
︒
一
類
に
お
い
て
は
こ
う
し
た

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

〈
礼
器
碑
〉〈
乙
瑛
碑
〉〈
曹
全
碑
〉
の
よ
う
に
扁
平
な
字
形
が
主
体
で
︑
文
字
と

文
字
と
の
間
隔
が
確
保
さ
れ
る
と
︑
整
然
か
つ
端
正
さ
が
よ
り
際
立
つ
︒
一
方
︑〈
張

遷
碑
〉
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
方
整
な
漢
碑
も
受
容
さ
れ
︑〈
熹
平
石
経
〉
で
用
い

ら
れ
た
よ
う
な
規
範
化
さ
れ
た
文
字
に
落
ち
着
く
︒
こ
う
し
た
変
遷
の
中
で
︑
よ
り

パ
タ
ー
ン
化
し
た
用
筆
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
が〈
封
邰
残
碑
〉で
あ
っ

た
と
考
え
た
い
︒
ま
た
︑〈
封
邰
残
碑
〉
の
書
き
ぶ
り
は
︑
魏
の
〈
上
尊
号
奏
〉〈
受

禅
表
〉
な
ど
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

本
論
考
に
は
思
い
込
み
に
よ
る
誤
謬
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
識
者
の
ご
批

正
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
︒　

註１	

胡
湛
・
石
従
枝
「
刑
州
新
出
土
《
漢
封
邰
残
碑
》
考
」
は
、『
書
法
叢
刊
』（
二
〇
二
〇

―
三
）
の
六
二
頁
〜
七
一
頁
に
掲
載
。
徐
立
君
、
胡
湛
「
邢
州
新
出
土
《
汉
封
邰
残
碑
》

考
」
は
、『
中
国
書
法
』（
二
〇
二
〇
―
六
）
の
一
八
二
頁
〜
一
八
七
頁
に
掲
載
。

２	

邰
は
①
古
代
の
地
名　

②
姓
氏　

の
意
味
が
あ
る
。
碑
面
を
見
る
と
、「
邰
」
の
一
字
上

に
辛
う
じ
て
「
圭
」
の
左
下
半
の
筆
画
が
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
封
」
字
と
判
読
で

き
る
。
胡
湛
・
石
従
枝
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
を
読
め
ば
「
封
邰
、

遠
歴
弐
代
曁
周
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、「（
堯
）
は
邰
国
を
封
じ
、
遠
く
両
代
を
歴
て
周

王
朝
に
及
ぶ
」
の
意
味
と
な
り
、
邰
は
地
名
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
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３	

碑
文
第
四
行
に
「
刺
史
陶
」
が
見
え
る
。『
三
国
志
』
に
「
陶
謙
、
字
は
恭
祖
、
丹
陽
の

人
。
少
く
し
て
学
を
好
み
〜
（
中
略
）
〜
盧
令
に
除
せ
ら
れ
、
幽
州
刺
史
に
遷
さ
る
」

と
あ
る
。
幽
州
と
刑
州
は
近
接
し
た
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
胡
湛
・
石
従
枝
は
陶
謙
の

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

４	

碑
文
に
は
「
司
空
宗
公
」
と
あ
る
が
、
漢
末
に
宗
姓
で
司
空
に
任
ぜ
ら
れ
た
者
は
霊
帝

の
時
の
宗
倶
で
あ
る
。
宗
倶
は
宋
倶
で
あ
り
、『
後
漢
書
』
宋
均
伝
に
そ
の
記
述
が
見
え

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
宋
倶
（
？
〜
一
七
二
）
は
霊
帝
の
時
、
初
め
て
太
常
と
な
り
、

建
寧
四
年
（
一
七
一
）、
司
空
を
拝
さ
る
も
、
翌
年
、
病
没
し
た
。

５	

胡
湛
・
石
従
枝
は
極
め
て
詳
細
に
考
証
し
て
い
る
。
第
一
一
行
「
□
□
巳
冬
十
一
月
甲
」

は
当
該
碑
の
最
終
部
分
の
紀
年
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
他
の
漢
代
の
碑
文
と
比
較
す
れ

ば
、こ
の
部
分
は
鐫
刻
立
碑
の
年
月
に
該
当
す
る
と
結
論
づ
け
る
。妥
当
な
推
論
で
あ
る
。

６	

ほ
と
ん
ど
欠
損
が
な
く
判
読
で
き
る
文
字
は
八
三
字
、
一
定
程
度
は
欠
け
て
し
ま
っ
て

い
る
が
判
読
可
能
な
文
字
は
一
一
字
〜
一
三
字
に
の
ぼ
る
。

７	

〈
張
遷
碑
〉
は
碑
陽
と
碑
陰
で
そ
の
書
き
ぶ
り
が
や
や
異
な
る
。『
書
法
叢
刊
』
に
掲
載

し
て
い
る
図
版
は
碑
陰
で
は
な
く
、
碑
陽
の
文
字
を
比
較
対
象
と
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。〈
熹
平
石
経
〉
は
、蔡
邕
ら
の
奏
請
に
よ
り
「
易
」「
詩
」「
書
」「
儀
礼
」「
春
秋
」

「
公
羊
伝
」「
論
語
」
の
七
種
の
経
書
を
校
定
し
、
洛
陽
の
太
学
に
列
置
し
た
も
の
で
、

総
数
四
六
石
に
の
ぼ
る
隷
書
碑
で
あ
る
。
そ
の
後
の
戦
乱
な
ど
で
壊
れ
た
り
、
失
わ
れ

た
り
し
た
。
北
宋
以
来
、
洛
陽
で
断
続
的
に
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
書
風
は
そ
れ
ぞ

れ
の
経
書
で
多
少
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

８	

行
間
に
一
定
の
ス
ペ
ー
ス
を
保
つ
意
匠
は
、後
漢
の
石
碑
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
四
川
省
蘆
山
県
で
出
土

し
た
後
漢
の
〈
趙
儀
碑
〉（
二
〇
八
）
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

９	

〈
馬
王
堆
帛
書
〉に
は
複
数
の
例
が
あ
る
た
め
、一
画
書
き
忘
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。　

10	

〈
三
老
諱
字
忌
日
記
〉（
五
二
）
は
「
口
」
に
作
り
、〈
石
門
頌
〉（
一
四
八
）
は
梯
子
型

に
作
る
。
ま
た
魏
の
〈
正
始
石
経
〉（
二
四
〇
〜
四
九
）
は
「
口
」
に
作
る
が
、〈
王
基

残
碑
〉(

二
六
一)

は
梯
子
型
に
作
る
。
二
種
類
の
書
き
方
は
、
長
い
期
間
に
わ
た
り
許

容
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

11	

『
隷
辨
』
に
載
せ
る
「
攝
」
に
は
二
種
類
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
〈
周
憬

功
勲
銘
〉
を
採
用
し
た
。

12	

秦
の
〈
嶧
山
刻
石
〉
の
原
石
は
早
く
に
亡
佚
し
て
現
存
し
な
い
が
、
長
安
本
・
紹
興
本

な
ど
六
種
の
重
刻
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
重
刻
本
に
拠
っ
た
。

13	

一
九
〇
七
年
、
甘
粛
省
敦
煌
県
遺
跡
で
出
土
し
た
〈
敦
煌
漢
簡
〉（
シ
ャ
バ
ン
ヌ
本
）
や

一
九
三
〇
〜
三
一
年
、
甘
粛
省
エ
チ
ナ
川
流
域
で
出
土
し
た
〈
居
延
漢
簡
〉
な
ど
は
み

な
エ
ン
ニ
ョ
ウ
を
簡
略
化
し
た
書
き
方
で
あ
る
。

14	

〈
夏
承
碑
〉﹇
後
漢
・
建
寧
三
年
（
一
七
〇
）
の
刻
﹈
の
原
石
は
築
城
用
の
石
材
と
し
て

砕
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
河
北
省
永
年
県
に
重
刻
が
現
存
す
る
と
い
う
が
、
現
在
見
る
こ

と
が
で
き
る
拓
が
ど
こ
ま
で
真
を
伝
え
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。〈
王
舎
人
碑
〉

（
一
八
三
）
は
、
一
九
八
三
年
、
山
東
省
平
度
県
出
土
。
方
形
な
字
姿
が
多
い
。

15	

〈
受
禅
表
〉
は
〈
上
尊
号
奏
〉
と
と
も
に
、
河
南
省
漯
河
市
北
郊
の
碑
亭
に
創
建
時
の
状

態
で
現
存
す
る
。
た
だ
し
、
碑
面
は
激
し
く
摩
滅
し
て
お
り
、
拓
本
自
体
も
字
口
が
分

か
り
に
く
い
。
そ
の
中
で
も
掲
載
し
た
「
皇
」
の
最
終
画
の
波
磔
部
分
の
燕
尾
の
様
子

は
比
較
的
よ
く
分
か
る
方
で
あ
る
。

16	

「
刑
州
新
出
土
《
漢
封
邰
残
碑
》
考
」
で
は
、
頂
部
や
底
部
の
筆
画
が
圧
縮
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し
て
「
年
」「
甲
」「
事
」
字
を
掲
出
し
て
い
る
。

17	

康
有
為
『
広
藝
舟
双
楫
』
の
「
本
漢
第
七
」
参
照
。

18	
湯
大
民
『
中
国
書
法
簡
史
』（
二
〇
〇
一
年
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
）
一
〇
三
頁
〜
一
〇
四

頁
参
照
。

19	

沃
興
華
『
挿
図
本
中
国
書
法
史
』（
二
〇
〇
一
年
、上
海
古
籍
出
版
社
）
二
二
九
頁
参
照
。

20	

馬
衡
『
漢
石
経
集
存
』（
一
九
五
七
年
、
科
学
出
版
社
）
参
照
。
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21	

西
林
昭
一
『
中
国
書
道
文
化
辞
典
』〈
張
遷
碑
〉
の
項
（
六
四
五
頁
）
参
照
。

22	
張
啓
亜
主
編
『
中
国
書
法
芸
術
』（
秦
漢
）「
池
陽
令
張
君
残
碑
」（
二
六
九
頁
）
参
照
。

23	
王
靖
憲
「
東
漢
碑
刻
的
隷
書
」（『
中
国
碑
刻
全
集
一
』
戦
国
秦
漢
）（
二
〇
一
〇
、
人
民

美
術
出
版
社
）
参
照
。
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図１  文字比較表 

史：史晨（前後）碑  華：西嶽崋山廟碑  繁：繁敏碑  曹：曹全碑  乙：乙瑛碑 

礼：礼器碑  尹：尹宙碑  牛：張景造土牛碑  彪：孔彪碑  璜：鮮于璜碑 

衡：衡方碑  韓：韓仁銘  游：子游残碑  正：正始石経  受：受禅表 

 

標準的な文字 封邰等碑 張遷碑 熹平石経 池陽令碑 参 考 

 史    

  

 史 
 

   

 繁 

 華    

 

 曹 

 

 

 

 

  

 礼     

 

 礼 

     礼 

 礼  

   

彪 

 乙 

    

 

 史     
 華  正 

 衡  

  

  繁 

表１　文字比較表
　史：史晨（前後）碑　　華：西嶽崋山廟碑　　繁：繁敏碑　　曹：曹全碑　　乙：乙瑛碑
　礼：礼器碑　　尹：尹宙碑　　牛：張景造土牛碑　　彪：孔彪碑　　璜：鮮于璜碑
　衡：衡方碑　　韓：韓仁銘　　游：子游残碑　　正：正始石経　　受：受禅表
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標準的な文字 封邰等碑 張遷碑 熹平石経 池陽令碑 参 考 

 乙     
 曹  曹 

 礼    
  曹 

 礼     

 

 乙   

 

  礼  曹 

 華    

 

 曹  受 

 乙      礼  史 

 

 

 

 

 

 辟  ＊璜 

 乙    

 

 正 

 礼  

 

 

 

 曹 

 華      乙  尹 

 牛  韓 

 華    

 

 牛 

＊（解）
　  璜
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標準的な文字 封邰等碑 張遷碑 熹平石経 池陽令碑 参 考 

 礼    

 

 史  華 

 尹   

  

 隷辨 

 礼 
  

 

 

 史  尹 

 華   

 

  羨  敦 

礼      狭  正 

 游     
 曹  辟 

 孔    

 

 曹  辟 

 衡  

   

 鮮  辟 

 

 




