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武
と
い
う
字
を
分
析
す
る
と
�
戈
︵
ほ
こ
︶
と
止
︵
あ
し
︶
と

に
な
る
�

そ
れ
で
中
国
の
春
秋
時
代
の
歴
史
を
記
し
た
﹃
春
秋
左
氏
伝
﹄

と
い
う
古
書
に
�﹁
戈
︵
暴
力
︶
を
止
め
る
︵
拒
否
す
る
︶
を

武
と
為
す
﹂
と
い
う
解
釈
が
あ
り
�
従
来
そ
れ
が
武
の
本
義
と

さ
れ
て
き
た
�
し
か
し
�
そ
れ
は
武
力
の
行
使
を
正
当
化
す
る

た
め
に
�
い
わ
ば
弁
護
的
に
出
さ
れ
て
い
る
解
釈
で
あ
る
�

春
秋
二
百
四
十
二
年
の
間
に
は
多
く
の
戦
争
が
あ
り
�
当
事
者

は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し
て
義
戦
と
称
し
た
�

し
か
し
�
少
し
後
に
出
た
儒
家
の
孟
子
は
�﹁
春
秋
に
義
戦
無

し
﹂
と
い
い
�
す
べ
て
の
戦
争
の
正
当
性
を
否
定
し
た
�

い
い
わ
け
を
加
え
る
よ
う
な
戦
争
に
�
本
当
の
正
当
性
が
あ
る

は
ず
は
な
い
�

そ
れ
は
現
代
の
戦
争
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
�
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