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批
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･
紹

甘

張
菊
生
先
生
七
十
生
日
記
念
論
文
集

鯛
適
琴
冗
培
王
雲
五
編

商
務
印
書
館
の
四
部
叢
刊
正
撃

一編
.･四
庫
珍
本
叢
刊
･首
納

本
二
十
四
史
そ
の
他
の
古
典
の
覆
刻
普
及
版
の
印
行
が
現
代
の

支
郷
拳
者
特
に
東
洋
史
単
著
に
如
何
に
大
な
る
便
宜
を
輿
え
て

ゐ

る
か

こ

1
に
経
述
す
る
迄
も
な
い
o
令
張
元
済
菊
生
民
に

潜
ら
れ
た
記
念
論
文
集
を
事
に
し
て
我
等
は
改
め
て
此
の
事
業

の
企
劃
者
で
あ
る
張
氏
の
多
年
の
努
力
に
封
す
る
破
意
と
感
謝

を
捧
げ
登
載
論
文
中
史
畢
関
係
の
も
の
に
就
て
紹
介
を
試
み
た

S
b鯛

適
氏
の

｢
運
陸
欝
的
思
想
｣
は
民
図
十
九
年
頃
の
奮
稿
と

断
っ
て
あ
り
､
且
つ
そ
の
拘
庫
提
要
の
陸
貰
新
語
が
備
蓄
と
す

る
詮
に
封
す
る
反
駁
の
部
分
は
'
嘗
て
陸
穿
新
語
考
と
し
て
北

平
励
書
館
刊
に
蓉
表
さ
れ
て
ゐ
る
｡
四
庫
提
要
の
新
語
偽
書
説

の
群
駁
は
早
く
清
朝
の
厳
可
均
に
よ
っ
て
欝
せ
ら
れ
､
最
近
朗

氏
の
作
と
並
ん
で
'
薙
根
揮
会

費
錫
の
諸
氏
も
各
々
論
考
あ
少

(古
史
桝
第
四
冊
)
､
殆
ど
論
破
さ
れ
壷
し
た
と
言
っ
て
も
よ

い
｡
此
の
論
文
で
重
税
す
べ
き
は
'
勿
論
こ
の
冒
頭
の
部
分
で

は
な
-
て
､
性
質
の
思
想
を
論
じ
た
後
年
部
で
あ
る
｡
そ
の
思

想
が
葡
卿
韓
非
を
承
け
た
事
は
'
歴
史
観
に
於
て
韓
非
の
古
史

を
上
古
'
近
古
に
分
け
た
の
を
椙
い
で
発
聖
中
空
'
後
聖
の
制

作
を
述
ぶ
る
鮎
で
も
明
ら
か
で
あ
っ
て
､
大
腰
に
於
て
葡
卿
韓

非
二
者
を
調
和
し
な
が
ら
'
後
王
に
法
る
べ
き
の
論
球
を
葡
卿

の
古
今
同
理
詮
を
排
し
て
韓
非
の
古
今
時
勢
不
同
詮
に
求
る
鮎

.

に
於
て
は
､
韓
非
李
斯
に
近
し
と
す
る
｡
之
等
の
前
行
単
記
と

の
関
係
及
び
そ
の
無
銭
政
治
の
出
張
が
秦
始
畠
の
急
進
的
法
治

主
蓑
に
封
す
る
反
動
で
あ
る
鮎
等
を
考
ふ
る
時
'
新
語
が
思
想

史
的
に
準
初
期
､
陸
贋
の
時
代
に
慮
せ
し
め
得
る
と
考
へ
て
お

る
｡
論
述
極
め
て
簡
潔
で
あ
る
が
､
そ
の
易
繋
断
と
関
連
す
る
T

法
家
の
歴
史
観
'
兜
聖
制
作
史
論
な
ど
頗
る
示
唆
に
富
む
も
の

が
あ
る
｡
唯
､
氏
は
陸
賞
新
語
の
思
想
史
的
位
置
を
先
行
の
葡

韓
李
諸
子
之
の
連
関
に
於
て
の
み
眺
め
､
後
行
の
も
の
と
し
て

は
推
南
子
の
み
を
執
っ
て
ゐ
る
が
'
漢
文
帝
時
代
の
陸
質
と
は

思
想
的
に
近
い
貰
誼
と
の
連
絡
封
比
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の

は
覆
念
で
あ
る
O
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陶
希
望
氏
の

｢
唐
代
経
済
景
況
的
奨
動
｣
は
著
者
が
北
京
大

拳
法
単
院
中
開
経
済
史
研
究
室
に
於
て
の
唐
代
経
済
史
料
を
編

集
中
集
め
た
唐
代

1
鮫
の
社
食
景
況
に
関
す
る
資
料
を
纏
め
た

と
断
っ
て
あ
る
O
経
済
景
況
の
態
は
本
論
文
の
内
容
と
遮
合
せ

め
.
陶
氏
は
主
と
し
て
戸
口
現
賢
の
人
口
1

茸
数
統
計
と
し

て
よ
少
も
､
寧
ろ
政
噺
の
捜
括
能
力
の
表
現
と
し
て
考

へ
る
の

で
あ
る
が

-

の
滑
長
を
指
標
と
し
て
'
唐
代
の
7
鮫
融
合
情

勢
の
奨
化
を
大
観
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
｡
さ
れ
ば
氏
が
最
後

の
但
し
書
き
に
使
用
し
た

T
般
融
合
景
況
の
語
の
方
が
適
切
で

あ
る
｡
特
に
戸
口
を
指
標
と
す
る
鮎
に
於
て
'
加
藤
博
士
の
研

究
に
刺
戟
を
受
け
て
ゐ
る
ら
し
い
｡
陶
氏
が
鞠
清
遠
氏
と
の
共

著
に
成
る

｢
唐
代
経
済
史
｣
に
於
け
る
加
藤
博
士
を
中
心
と
す

る
我
が
経
済
史
研
究
の
影
響
の
濃
厚
な
る
に
徴
し
て
も

7
班
が

案
せ
ら
れ
る
｡
然
し
厳
格
な
意
味
の
経
済
史
的
研
究
よ
り
も
'

寧
ろ

｢
中
国
政
治
思
想
史
｣
或

は

｢
中
国
融
合
現
象
等
拾
｣
､

｢
塀
士
と
併
供
｣
な
ど
に
示
し
た
文
化
史
的
な
綜
合
に
長
す
る

才
能
が
こ
1

で
遺
憾
な
-
野
球
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.
経
済
史
或
は

融
合
史
の
論
文
と
し
て
よ
り
'
通
史
的
､
文
化
史
的
な
論
文
と

t
て
見
る
な
ら
ば
好
蘭
の
作
品
で
あ
ら
う
｡

.
孟
森
氏
の

｢
己
未
詞
科
銀
外
線
｣
は
清
朝
三
次
制
科
の
中
算

一
次
の
康
願
己
未
十
八
年
の
博
畢
鴻
詞
科
の
側
面
史
を
描
い
た

作
で
あ
る
｡
己
未
詞
科
は
聖
組
が
三
洋
借
平
定
せ
ず
'
人
心
不

安
の
際
､
洗
人
の
歌
心
を
得
る
た
め
'
孟
森
氏
の
指
摘
す
る
虚

に
よ
れ
ば
特
に
南
方
江
南
の
名
族
､
徳
望
あ
る
者
を
轟
下
に
致

さ
ん
と
し
た

1
の
文
化
政
策
で
あ
っ
た
.
然
も
そ
の
際
に
或
は

此
の
詞
科
に
席
ぜ
す
､
自
ら
高
L
と
し
た
者
'
或
は
巳
む
な
-

詞
科
に
鷹
じ
て
後
産
ち
に
錆
郷
し
身
を
清
-

し
た
偉
山
の
如
き

あ
り
'
詞
科
に
鷹
じ
て
官
途
に
就
け
る
者
に
封
し
て
は
常
時
よ

-
種
々
の
非
難
が
集
中
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
然
し
な
が
ら
､
相
互

に
仲
傷
す
る
講
書
人
の
複
雑
な
る
心
理
を
考
ふ
る
と
き
'
常
時

の
論
議
を
表
面
的
に
､
共
催
に
受
取
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ぼ
な
ら

ぬ
｡
例

へ
ぼ
己
む
な
-
詞
科
に
鷹
じ
た
後
､
鹿
ち
に
故
山
に
韓

っ
た
俸
山
の
行
動
の
如
き
'

1
世
に
そ
の
名
を
馳
せ
て
は
ゐ
る

が
､
孟
氏
は
内
閣
大
庫
所
蔵
の
椅
案
に
よ
れ
ば
'
俸
育
主
自
身

之
に
発
っ
た
或
事
件
に
於
て
全
-
清
朝
に
屈
服
し
て
居
る
の
で

あ
る
か
ら
､
苦
に
康
麿
帝
と
の
獣
奥
の
馴
合
ひ
の
芝
居
に
過
ぎ

ぬ
と
断
ず
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
迄
云
ひ
得
る
か
香
か
'
事
は

頗
る
機
彼
に
虜
す
る
が
､
兎
に
角
己
未
詞
科
を
中
心
と
し
た
同

時
の
読
書
人
の
複
雑
な
心
理
の
動
き
は
他
国
の
聾
者
で
は

一寸

理
解
に
難
い
も
の
が
あ
っ
て
'
清
朝
掌
故
に
老
熟
し
た
氏
の
洞

63
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寮
に
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
孟
森
氏
の
清
朝
遺
著
的
な

感
慨
が
'
兎
角
康
鷹
大
帝
'e
塀
護
に
走
ら
ん
と
す
る
傾
向
に
封

し
て
は
多
少
の
警
戒
を
必
要
と
す
る
は
勿
論
で
あ
る
が
｡

謝
圃
禎
氏
の

｢
近
代
書
院
拳
校
制
度
蟹
追
考
｣
は
清
朝
書
院

制
度
を
客
観
的
に
論
述
し
た
も
の
で
は
な
-
て
､
主
観
的
な
追

憶
感
慨
の
情
に
充
ち
た
論
文
で
あ
る
｡
特
に
書
院
制
よ
-
畢
校

制

へ
の
過
渡
期
を
劃
す
る
康
南
海
の
長
輿
草
堂
､
梁
啓
超
の
時

務
草
堂
に
封
す
る
王
允
許
'
某
徳
輝
等
の
反
動
の
如
き
極
め
て

生
々
し
い
輩
を
以
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

英
其
昌
氏
の

｢
甲
骨
金
文
中
所
見
的
殿
氏
良
枝
情
況
｣
は
副

畠
に
よ
る
と
中
国
文
化
史
図
民
経
済
篇
田
制
章
の
弟

1
節
で
あ

る
｡
恐
ら
-
'
同
氏
の
武
漢
大
単
軌
倉
科
畢
季
刊
に
載
せ
ら
れ

た
同
氏
の

｢
秦
以
前
中
図
円
制
史
｣
等
と

一
躍
を
な
す
著
作
で

あ
ら
う
.
本
論
文
に
於
て
氏
は
煩
慮
ー
影
を
材
料
と
し
て
煩
代

の
産
業
の
形
憩
を
論
ぜ
ん
と
す
る
｡
氏
は
-
僻
に
見
え
る
殿
王

･の
狩
獄
の
例
を
列
馨
し
'
そ
の
覇
猿
の
対
象
を
分
類
し
､
殿
代

を
狩
猟
牧
畜
時
代
と
規
定
す
る
｡
同
じ
-
-
節
の
祭
把
記
事
に

ょ
-
主
要
食
料
は
牛
車
等
の
家
畜
の
肉
を
第

7
と
L
t
次
に
黍

極
ま
-
摩
さ
れ
た
酒
醍
が
飲
料
と
さ
れ
'
そ
の
黍
の
収
穫
の
豊

凶
を
†
す
る
こ
と
が
塵
ー
軒
に
現
れ
る
こ
と
に
注
意
し
'
黍
は

そ
の
穀
物
を
粒
食
す
る
に
克
ち
'
頗
代
で
は
専
ら
醸
造
の
用
把

供
す
る
た
め
栽
培
せ
ら
れ
た
と
す
る
｡
攻
に
氏
は
詩
書
金
文
を

資
料
と
し
､
こ
の
酒
煙
の
飲
用
と
共
に
愚
周
の
交
に
は
黍
酒
の

糟
が
食
用
に
供
せ
ら
れ
'
之
が
周
代
に
於
て
次
発
に
進
化
L
t

飯
と
し
て
食
用
に
供
す
る
に
到
っ
た
と
論
す
る
｡
か
く
て
-
節

の
食
料
を
中
心
と
し
て
､
愚
代
は
狩
猟
湛
牧
肉
食
飲
酒
の
時
代

で
あ
-
'
農
業
は
補
助
的
に
唯
'
酒
苗
と
し
て
蚕
種
栽
培
の
み

に
向
け
ら
れ
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
｡
こ
の
最
後
の
励
代
の
飲
酒

噂
槽
の
俗
を

考
察
さ
れ
た
段
は
極
め
て
新
し
き
着
眼
鮎
で
あ

る
O
但
卜
群
の
史
料
と
し
て
の
性
質
が
顧
慮
さ
れ
て
ゐ
な
い
の

は
遺
憾
だ
.
即
ち
ー
餅
が
殿
の
王
室
の
-
解
で
あ
わ
'
王
室
の

行
事
を
示
す
の
で
あ
る
か
ら
'
王
の
狩
猟
の
例
多
L
と
し
て
も

或
は
儀
鰻
的
或
は
遊
楽
的
な
貴
族
の
行
事
で
あ
り
得
る
L
t

T

般
人
の
生
活
形
態
を
論
じ
得
る
か
香
か
｡
叉
ー
群
の
王
室
の
祭

把
に
用
ゐ
ら
れ
る
犠
牲
'
或
は
供
物
等
の
聖
な
る
儀
式
に
於
け

る
聖
な
る
食
料
が
'
底
ち
に

7
鮫
人
民
の
常
用
の
食
料
と
考

へ

得
る
か
香
か
｡
之
は
備
充
分
考
慮
の
飴
地
が
あ
る
と
思
は
れ

る
｡
我
等
は
此
鮎
に
関
し
て
'
支
那
畢
誌
上
に
於
け
る
小
島
博

士
と
丹
羽
率
土
の
論
軍
を
回
顧
す
る
必
要
が
あ
る
o

馬
衡
氏
の

｢
開
於
蟹
別
書
等
的
問
亀
｣
は
'
最
近
支
那
に
於
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て
滑
-
好
事
家
的
な
見
地
か
ら
離
れ
て
葵
術
史
的
な
研
究
が
萌

芽
を
見
せ
つ
1
あ
る
気
運
を
表
徴
し
て
ゐ
る
｡
書
葺
の
虞
偽
蟹

別
は
､
偽
物
製
作
が
専
門
技
術
と
し
て
無
比
の
変
達
を
し
て
ゐ

る
吏
郷
に
於
て
'
美
術
史
研
究
が
第

一
に
常
面
す
る
茸
際
問
頓

で
あ
る
｡
氏
は
故
宮
書
幕
を
嘗
例
と
し
て
文
獣
と
封
比
し
て
諭

ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

陸
田
氏
の

｢
南
陽
漢
書
像
石
刻
歴
史
的
及
風
格
的
考
察
｣
は

今
迄
陶
有
益
の
南
陽
漠
室
集
及
び
孫
文
青
の
南
協
演
等
訪
楊
記

に
よ
っ
て
し
か
知
ら
れ
な
か
っ
た
南
陽
の
藻
琴
懐
石
を
'
そ
の

拓
本
瞥
測
固
を
示
し
て
全
般
的
に
紹
介
し
'
更
に
美
術
史
的
夜

研
究
を
な
さ
ん
と
す
る
｡
唯
､
そ
の
葦
測
は
主
と
し
て
同
地
出

身
の
董
作
賓
氏
に
輝
-
'
直
接

の調
査
で
な
い
笈
か
'
賃
物
の

記
述
が
甚
だ
明
断
を
軌
-
の
は
遺
憾
で
あ
る
｡
然
し
て
氏
は
此

の
論
文
に
於
て
､
携
代
の
葺
像
石
に
二
つ
の
型
式
が
あ
-
'

1

は
山
東
省
の
孝
堂
山
'
武
梁
詞
の
浅
い
線
葺
的
刻
像
と
､

一
は

南
陽
の
そ
れ
の
如
き
浮
彫
り

的
な
も
の
と
の
二
類
に
分
た
れ

る
と
し
､
覇
者
を
給
電
的
後
者
を
彫
刻
的
と
さ
れ
'
南
陽
零
像

石
は
雷
に
其
浮
彫
的
な
る
代
表
と
し
て
'
彫
刻
と
し
て
考
察
せ

ら
る
べ
き
だ
と
云
ふ
｡
漠
代
琴
像
石
に
こ
の
二
頚
の
春
希
す
る

と

と
は
謬
め
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
O
氏
は
韓
腸
摸
零
の
年
代

の
決
定
に
於
て
.
之
を
東
漢
早
期
の
時
代
に
属
す
と
さ
れ
る
に

就
て
､
そ
の
彫
刻
的
を
技
法
を
以
て
主
要
な
論
塚
と
し
て
ゐ
る

ら
し
い
｡
携
帯
懐
石
に
於
け
る
此
の
二
類
の
年
代
的
の
先
後
の

由
係
如
何
は
俄
に
決
定
し
難
い
.
た
と
払
そ
の
蓉
生
に
於
て
彫

刻
的
な
る
後
者
が
'
翰
葺
的
な
後
者
に
先
行
す
る
と
し
て
も
､

複
床
の
或
時
代
に
於
て
両
者
胡
並
存
し
て
ゐ
る
こ
と
も
想
像
し

得
る
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
技
法
の
性
質
が
直
ち
に
年
代
の
早
晩

を
決
定
す
る
鍵
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
｡

朱
希
組
氏
の
｢
西
魂
賜
姓
源
流
考
｣
は
嘗
て
劉
紛
逐
･王
桐
齢
･

陳
寒
椿
･金
井
畢
士
等
に
よ
っ
て
玲
き
起
さ
れ
た
李
唐
は
蕃
姓

か
香
か
に
就
て
の
諭
軍
に
関
係
し
て
'
蕃
姓
論
者
に
封
す
る

1

の
反
駁
論
と
見
得
る
｡
特
に
王
桐
齢
の
蕃
姓
説
に
於
け
る
重
大

な
誤
謬
射
ち
階
層
発
世
た
る
李
虎
楊
忠
が
西
魂
の
文
帝
大
統
年

間
に
大
野

･
晋
六
茄
の
二
氏
を
賜
っ
た
の
を
本
来
胡
族
た
る
李

揚
二
氏
の
復
姓
と
解
樺
す
る
事
を
正
し
た
も
の
で
あ
る
｡
王
氏

の
誤
は
己
に
陳
寅
格
氏
の
李
唐
氏
族
の
推
測
後
記
に
於
て
･9
1指

摘
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
'
朱
氏
は
北
魂
天
和
の
復
姓
と
大
総
賜
姓

復
姓
を

一
般
的
に
考
察
す
る
事
に
ょ
つ
て
､
更
に
精
密
に
論
語

し
て
ゐ
る
｡
朱
氏
の
考
に
よ
る
と
賜
姓
と
'
復
姓
と
は
相
馬
別

さ
る
べ
き
で
あ
り
'
北
魂
の
太
和
の
改
姓
に
よ
っ
て
故
の
復
姓

- 651-
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が
改
め
ら
れ
て
箆
姓
に
似
空

単
姓
に
攻
め
ら
れ
た
が
'
大
洗
の

復
姓
は
こ
の
異
姓
か
ら
鯛
の
復
姓

へ
の
復
掃
皇

息
味
す
る
｡
而

て
大
続
の
復
姓
と
粕
並
ん
で
賜
姓
の
事
あ
わ

'
瑛
人
に
朗
姓
'

約
人
に
胡
姓
を
賜
っ
た
の
で
あ
っ
て
'
李
楊
二
氏
の
牧
姓
は
雷

に
漢
人
に
封
す
る
賜
緋
姓
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
｡
此
の
事
は
大

統
賜
姓
を
更
に
原
姓

へ
復
さ
さ
ん
と
し
た
周
静
聴
の
第
二
次
的

復
姓
の
詞
勅
に
よ
っ
て
明
白
な
の
で
あ
る
｡

朱
氏
は
西
魂
賜
姓

の
貰
例
六
十
除
例
に
就
て
一
々
餅
耕
し
堂
々
六
十
除
講
の
長
文

を
な
し
て
ゐ
る
｡
之
に
よ
っ
て
蕃
姓
論
者
の
誤
の
鮎
の
み
な
ら

ず
'
北
方
族
の
改
姓
賜
姓
の
経
緯
が
明
確
と
な
っ
た
事
望
骨
ば

し
い
｡
唯
李
唐
が
英
し
て
蕃
姓
か
否
か
に
就
て
は
'
非
蕃
姓
論

者
と
錐
本
源
は
兎
も
角
と
し
て
'
母
系
を
通
じ
た
崩
族
の
血
液

∫

の
混
入
と
胡
風
の
習
染
は
之
を
認
む
る
も
の
で
あ
る
以
上
'
今

は
本
釆
の
姓
如
何
に
探
-
固
守
す
る
要
は
な
い
と
思
は
れ
る
.

(
近
刊
叢
鷲
参
照
)

(
小
川
茂
樹
)
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