
中
歯
文
革
報

第
十
五
珊

0
0
0
0

0

0

0

0

い
う
項
も
､
内
容
は
神
話
そ

れ

自

鮭

ー
先
秦
寓
言
文
学
そ

れ

白

燈

､

0
0
0
0

史
俸
文
学
そ

れ

自

腹

の
説
明
の
ほ
か
に
ほ
う
か
ん
じ
ん
の
小
説
の
章

生
に
つ
な
が
る
問
題
に
つ
い
て
は
表
面
的
観
察
を
出
ず
､
も
の
た
り

な
い
｡
こ
の
あ
た
り
な
ど
は
､
何
の
神
話
が
何
の
小
説
の
素
材
の
ひ

つ
と
に
な
っ
た
､
と
い
う
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
､
も
つ
と
根
本
的
な

問
題
､
小
説
の
車
想
形
髄
と
神
話
な
ど
の
顎
想
形
鰹
と
の
ち
が
い
な

さ
ら
に
つ
き
つ
め
た
う
え
で
ー
小
説
ら
し
さ
が
そ
の
な
か
か
ら
次
第

に
分
化
し
て
ゆ
く
す
が
た
を
､
具
鮭
的
に
､
か
つ
後
篇
と
有
機
的
に

結
び
つ
く
よ
う
話
を
す
す
め
て
い
か
な
い
と
､
せ
っ
か
く
の

｢
準
備

時
期
｣
の
意
義
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
｡
他
日
の
研
究
成
果
を

期
待
し
た
い
｡

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
本
書
の
弱
鮎
で
あ
ろ
う
が
ー
前
に
あ
げ
た

本
書
の
議
書
指
導
的
な
性
格
を
考
え
る
な
ら
ば
､
箇
々
の
作
品
の
解

読
と
評
債
と
い
う
問
題
に
重
鮎
が
お
か
れ
､
そ
れ
が
本
書
の
本
領
で

あ
る
こ
と
は
う
な
づ
け
る
｡
そ
れ
に
し
て
も
ー
あ
ま
り
に
も
現
代
の

立
場
か
ら
古
典
を
解
滞
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
､
往
々
許
債
が
苛
酷
に

す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
｡
今
日
の
社
合
主
義
建
設
の
立
場
で
､
作
品
を

き
り
き
ざ
ん
で
､
役
に
た
つ
も
の
と
害
に
な
る
も
の
と
を
よ
り
わ
け

る
の
も
､
も
ち
ろ
ん
､そ
れ
と
し
て
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
が
､
そ
れ
よ

り
も
過
去
の
作
家
た
ち
が
悪
候
件
の
な
か
で
､
ど
の
よ
う
に
し
て
今

日
も
な
お
鑑
賞
に
た
え
う
る

(あ
る
い
は
た
え
え
な
い
)
作
品
を
書
く

こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
鮎
を
考
慮
に
入
れ
て
検
討
す
る
ほ
う
が
､

購
乗
の
建
設
に
射
し
て
も
ー
よ
り
み
の
り
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か

｡

註
①

本
書
の

1uthor･sh
ip
は

｢北
京
大
学
中
文
系
一
九
五
五
級

《中
国
小
説
史
稿
》編
輯
委
員
合
｣
と
な
っ
て
い
る
が
､
折
り
こ
み
カ
ー

ド
に
よ
っ
て
改
め
た
｡

㊥

｢中
国
小
説
史
略
｣
は
本
書
の
要
所
要
所
に
引
用
さ
れ
'
魯
迅
の

意
見
は
客
観
的
尊
貴
の
指
摘
と
し
て
､
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
だ
o
そ
し
て
本
書
は
､
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
レ
ー
ニ
ン
主

義
の
み
か
た
か
ら
考
え
た
場
合
に
も
正
し
い
の
だ
と
い
-
口
調
で
思
想

的
-
ら
付
け
を
行
っ
て
い
る
｡

(京
都
大
学

橋
本

尭
)
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司
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唐
の
則
天
武
后
は
､
過
去
の
中
国
に
於
け
る
興
味
深
い
人
物
の
ひ

と
り
で
あ
る
が
､
彼
女
に
関
し
て
､
こ
こ
五

二
ハ
年
間
､
少
く
と
も

三
つ
以
上
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
よ
る
著
作
が
な
さ
れ
た
｡
ひ
と
つ
は

一

九
五
五
年
メ
ル
ボ
ル
ン
で
出
版
さ
れ
た

《
C
.
P
.
F
itzg
e
ra-d
‥
T
h
e

E

m
press
W
u
.》
ー
他
の
ひ
と
つ
は

一
九
五
七
年

ロ
ソ
ド
ソ
で
出
版

さ
れ
た

芦
in
Y
u
･tan
g
(蔀
封
腫
)
‥
L
a
d
y
W
u
.》
､
最
後
の
ひ
と

つ
は
､
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
ル
イ

･
リ
コ
ー
ー

ニ
エ
ム
･
ト
ア
ン
雨

書

評

教
授
の
新
唐
書

･
后
妃
列
俸

･
則
天
武
后
の
研
辞
で
あ
る
｡

さ
て
､
則
天
武
后
に
関
し
て
我
々
が
強
い
興
味
と
疑
問
と
を
感
ず

る
こ
と
の
第

一
は
､
彼
女
が
女
性
に
し
て
帝
位
に
つ
い
た
と
い
う
事

案
に
封
し
て
で
あ
る
｡
日
本
や
西
欧
な
ど
で
な
ら
ば
と
も
か
く
､
中

国
に
於
て
は
､
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
事
件
で
あ
る
｡
そ
も
そ
も
ー

女
性
で
あ
り
な
が
ら
帝
位
に
つ
こ
う
と
い
う
考
え
自
腹
が
'
ど
う
し

て
生
じ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
み
て
も
､
な
か
な
か

興
味
あ
る
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
は
我
々
の
現
代
祉
合
で

も
そ
う
で
あ
る
が
'
遠
く
唐
代
に
於
て
も
､
社
脅
通
念
に
は
ず
れ
た

思
い
つ
き
や
行
為
は
､
仲
々
生
じ
難
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
｡

ま
た
彼
女
の
在
位
が
準
則
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
､
男
性
の
場
合

と
ち
が
つ
て
'
か
な
り
の
抵
抗
が
濠
想
で
き
る
の
で
あ
る
が
､
そ
れ

を
抑
え
て
と
も
か
く
立
涯
に
政
治
を
や
っ
て
の
け
て
い
る
し
､
す
ぐ

れ
た
天
子
と
し
て
の
決
定
的
な
資
格
､
傑
出
し
た
人
物
を
見
ぬ
く
才

能
を
持
ち
､
ま
た
そ
れ
ら
の
臣
下
が
､
た
だ
表
面
だ
け
で
な
く
心
か

ら
信
服
し
て
い
る
ふ
し
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
は
､
彼
女
が
よ
く

諌
言
を
祈
れ
た
こ
と
と
相
侯
っ
て
ー
草
に
そ
の
権
謀
術
数
や
ー
女
性
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中
拭
文
畢
報

第
十
五
冊

と
し
て
の
並
は
ず
れ
た
欲
望
､
行
為
な
ど
の
鮎
か
ら
だ
け
､
彼
女

を
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
｡

(赴
巽
･
二
十
二

史
別
記

｢武
后
嗣
諌
知
人
｣)

と
こ
ろ
で
､

一
昨
年
出
さ
れ
た
こ
の
本
は
､
そ
う
し
た
彼
女
の
正

史
の
俸
記
と
し
て
は
､
最
も
ま
と
ま
っ
て
い
る
新
唐
書
后
妃
侍
の
則

天
武
后
列
榛
に
封
す
る
､
く
わ
し
い
註
解
つ
き
の
踊
詔
で
あ
る
｡
本

の
鰻
我
は
ー
先
ず
初
め
に
ー
該
普
す
る
部
分
の
原
文

(乾
隆
四
年
刊
殿

本
二
十
四
史
に
擦
る
)
全
文
の
寓
虞
版
を
掲
げ
､
本
文
と
し
て
は
､
左

の
貢
に
再
び
原
文
を
大
き
く
横
書
き
し
て
句
護
を
切
り
､
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
漢
字
の
上
部
に
そ
の
現
代
音
を
､
下
部
に
そ
の
意
味
を
併
詳

し
､
右
の
頁
に
は
ー
左
貢
の
浜
文
の
謂
と
そ
の
諾
註
と
寧
記
す
と
い

う
も
の
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
左
京
に

｢愈
封
泰
山
｣
と
記
し
て
あ
れ
ば
､
そ
の
各
字

の
上
部
に

"
h
oue
i
莞
on
g
》
T
a
i･ch
a
n
"
と
撃
音
を
記
し
､
｢禽
｣

字
下
に

"
su
r
ce
s
entref
aites
"
(そ
の
時
)､
｢封
｣
字
下
に
"
n
o
m

d
.u
n
e
c
6
r6m
o

n
ie
"
(
儀
式
の
名
栴
)ー
｢
泰
山
｣
の
字
下
に

"
n
o
m

d
e
Lieu
"
(地
名
)ー

と
い
う
ふ
う
に
､
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
字
諸
を
載

せ
､
右
京
に
は
ー
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
等
の
意
味
を
も
つ
文
字
か
ら
な
る

文
の
謬
と
し
て

｢
そ
の
時
､
た
ま
た
ま
泰
山
を

.Lfo
n
g
"
す
る
儀
式

が
起
っ
て

-
｣

と
い
う
具
合
に
謬
し
て
あ
る
｡
更
に
註
と
し
て
､

『

言

on
g
"
封
の
儀
式
は
ー
そ
の
完
全
な
名
稀
は

言
on
g
ch
a
n
"
封

輝
で
あ
っ
て
､
泰
山
上
及
び
巣
南
で
挙
行
さ
れ
る
｡
そ
の
正
し
い
意

味
は
､
祭
り
の
燈
が
天
に
蹄
し
得
る
た
め
に

(そ
の
頂
き
に
築
か
れ
る

丘
の
助
け
を
侯
っ
て
)
山
を

一
段
と
高
く
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
.Ec

han"

帝
の
お
祭
り
は
ー
地
の
両
に
感
謝
す
る
た
め
ー
山
の
麓
を
固
め
る
こ

と
に
在
る
｡
こ
の
儀
式
は
､
過
去
に
於
て
ー
常
に
皇
帝
固
有
の
特
権

で
あ
っ
た
｡
シ
ャ
ヴ
ァ
ソ
ヌ

｢
泰
山
｣
参
照
｡
云
々
(以
下
封
碍
と
そ

の
史
資
に
つ
い
て
､
ウ
ィ
Ⅰ
ゲ
ル
｢歴
史
初
歩
｣
か
ら
の
長
い
引
用
が
績
く
)』

と
記
す
よ
う
に
､
大
襲
丁
寧
な
､
ま
た
そ
れ
だ
け
に
非
常
な
労
作
で

あ
る
｡

元
来
新
鹿
書
の
文
章
は
､
リ
コ
ー
教
授
も
緒
言
で
言
及
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
､
簡
潔
で
あ
る
と
共
に
難
解
で
あ
っ
て
ー
奮
腐
書
や
賀
治

通
鑑
と
封
照
し
て
は
じ
め
て
意
味
の
は
っ
き
り
す
る
個
所
が
少
く
な

い
.
(因
み
に
'
官
公
亮
の
進
新
鹿
苦
衷
に
も

｢其
事
則
噂
於
前
､
英
文
則
省

於
菖
｣
と
あ
る
｡)
例
え
ぽ
こ
の
武
后
の
侍
で
も
､
｢図
像
等
亦
相
崖
而

死
ー
皆
見
有
レ物
為
レ
席
云
｣
の
候
り
な
ど
､
後
年
の
意
味
が
わ
か
り
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に
く
い
の
で
あ
る
が
､
奮
唐
音
の
寓
園
俊
侍
を
見
る
と
､
｢皆
見
..見

物
]馬
レ崇
｣
と
な
っ
て
い
て
ー
ど
う
や
ら
そ
ん
な
意
味
ら
し
い
こ
と

が
判
る

の
で
あ
る

(研
諸
で
は
､
｢死
に
常
っ
て
､
皆
ん
な
'
彼
等
の
実
物

の
出
現
を
化
物
か
幽
塞

(彼
等
の
犠
牲
者
の
亡
魂
)
の
よ
-
に
思
っ
た
､
と
言

っ
た
｡｣
と
な
っ
て
い
る
｡)

そ
う
し
た
鮎
か
ら
見
て
も
､
こ
の
両
教
授
の
稀
評
は
､
厄
介
な
文

章
の
評
と
し
て
､
武
后
に
関
心
を
持
つ
も
の
や
､
今
後
持
と
う
と
す

る
も
の
に
と
っ
て
ー
注
目
に
値
す
る
も
の
と
言
え
る
｡
そ
の
詳
文
は
､

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
意
諾
的
で
あ
り
､
ま
た
そ
れ
は
通
鑑

や
善
唐

書
な
ど
と
封
照
さ
れ
､
苦
心
し
て
詳
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
ー
お
お
む

ね
妥
営
で
あ
る
が
､
と
き
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
個
所
も
あ
る
の
で

(前
出
の
評
も
そ
の
一
)､
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
以
下
に
述
べ
て
み
た
い
｡

そ
の
ひ
と
つ
は
ー

三
二
頁
か
ら
三
四
貢
に
か
け
て
､

｢
敏
昭
儀
伺

后
所
簿

-
必
欺
結
之
｡

得
賜
予

･
轟
以
分
遣
｡

由
是
后
及
妃
所
為
必

得
得
軌
以
聞

O
｣
と
あ
る
う
ち

｢得
得
｣
を

｢得
得
と
し
て

(｢全
-

特
別
に
｣
の
意
)｣
と
読
ま
れ
､

従
っ
て

｢
聞
｣
を

｢
官
女
が
通
知
し

に
乗
る
｣
意
に
と
ら
れ
て
い
る
の
は
､

｢后
及
び
妃
の
為
す
と
こ
ろ

必
す
得
､
得
れ
ば
軌
ち
以
て
聞
ゆ
｣
の
意
に
と
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

書

評

か
ろ
う
か
O
そ
う
す
れ
ば

｢
聞
｣
の
主
語
も
お
の
ず
か
ら

｢
昭
儀
｣

と
な
る
｡

ま
た
､
四
四
頁
の

｢
命
葦
臣
及
四
夷
酋
長
朝
后
粛
義
門
内
｡

外
命

婦
人
謁
朝
皇
后
自
此
始

｡
｣
で
あ
る
が
､
こ
れ
は

｢静
養
門
｣
で
鮎

を
切
り
､

｢内
外
の
命
婿
入
り
て
云
々
｣

と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
｡

ま
た
､
五
二
頁

｢
及
儀
見
諌

･
則
政
節
房
稚

･
｣
を

｢人

々
は
､

斬
罪
さ
れ
た
儀
を
見
る
に
至
っ
て
､

云
々
｣
と
諸
さ
れ
､

｢見
｣
を

見
る
意
に
と
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
の

｢見
｣
は
受
身
の
助
字
で
あ

ろ
う
し
､
七
二
貢

｢
后
内
幸
帝

-
殆
得
自
尊
～
｣
(諸
‥
皇
后
が
彼
等
の

傍
に
い
て
は
､ど
う
し
て
皇
帝
が
'
彼
自
身
猫
力
で
こ
と
を
行
い
得
よ
-
か
～
)

あヤう

と
あ
る
の
は
､
｢后
内
幸
帝
殆
得
自
尊
｣
(后
'
内
に
､帝
殆

-

し
て
'
自

ず
か
ら
専
ら
に
し
得
る
を
幸
い
と
す
｡｣
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
し
ー
九
四

頁

｢
乃
冶
銅
転

-
薦

一
室
署
｡
東
目
‥
《
延
恩
Lf
･････｣
(詳
･･そ
れ
か
ら

彼
女
は
'
銅
の
投
票
函
を
鋳
造
し
､
そ
れ
を
一
室
に
設
置
し
て
使
用
に
充
て

た
｡
函

の東
は《
恩恵
の
給
附

》と
名
づ

け
ら
れ
た

｡)
は
､

｢
乃
ち
銅
転
を

〔･､

治
て

一
室
を
為
りー
東
に
著
し
て
延
恩
と
日
う
｣
､

一
二

一頁

｢
合

祭
天
地

-
五
万
帝

-
百
両
徒

｡
以
高
租

･
太
宗

･
高
宗

･
配
引
魂
王
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第
十
五
耕

土
専
従
配
.

｣

(諾
-
同
時
に
人
は
'
天
と
地
の
た
め
に
'
つ
い
で
五
つ
の

方
位
の
最
高
紳
達
の
た
め
に
'
終
り
に
百
神
の
た
め
に
祭
っ
た
O
.そ
れ
か
ら

専
ら
濯
臭
の
儀
式
が
､
磨
朝
の
創
始
者
高
租
の
室
の
た
め
､

つ
い
で
太
宗
と

高
宗
の
た
め
'
そ
の
直
ぐ
あ
と
で

(皇
后
の
父
)
親
王
士
硬
の
た
め
に
捧
げ

ら
れ
た
｡)
は
､
｢
天
地
､
五
万
の
帝
を
合
祭
L
t

百
両
を
徒
す
｡
高

租
､
太
宗
ー
高
宗
を
以
て
配
し
ー
魂
王
士
尋
を
引
き
で
徒
配
す
o｣

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ぎ
に
t
l
l
六
貞

｢
以
周
漠
馬
二
王

-

後
虞

･
夏

-
磨

-
後
馬
三
倍

｡
｣
(諾
-
彼
女
は
､
周
と
漢
と
を
二
つ
の

君
主
と
み
な
し
'
つ
い
で
虞
'
夏
'
殿
を
三
つ
の
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
し
た
｡)

は
､

｢周
､
漢
を
以
て
二
王
の
後
と
為
し
､
虞
ー
夏
､
殿
の
後
を
三

情
と
為
す
｡｣
､

一
二
八
貢

｢
至
日
和
上
帝
…
寓
象
神
官
以
始
租

･
及

考
批
配
…
以
百
両
徒
把
｡｣
(謂
-
上
帝
を
祭
る
儀
式
の
日
に
な
る
と
'
寓

象
神
宮
に
'
彼
女
は
至
高
の
天
の
あ
と
で
'
周
の
始
租
に
封
す
る
濯
負
の
儀

式
を
直
接
に
設
置
し
'

つ
い
で
自
身
の
父
母
に
封
す
る
渚
真
の
儀
式
を
し
っ

ら
え
'
そ
れ
か
ら
専
ら
百
神
に
封
す
る
濯
真
の
儀
式
が
な
さ
れ
た
｡)
は
ー
｢
至

日

(冬
至
の
日
)
に
上
帝
を
寓
象
神
官
に
柁
り
ー
始
租
及
び
考
牝
を
以

て
配
し
､
石
神
を
以
て
徒
配
す
｣
の
如
く
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か

｡

以
上
は
ー
二
､
三
の
気
づ
い
た
鮎
で
あ
る
が
､
勿
論
こ
れ
ら
の
占

め
る
部
分
は
些
少
で
あ
っ
て
､
両
教
授
の
成
果
を
そ
こ
な
う
も
の
で

は
な
か
ろ
う
｡

む
し
ろ
我
々
は
､
例
え
ば

｢
世
賂
種
能
合
亡
命
若
徐
敬
業
乎
?
｣

(九
〇
貢
)
の
如
-
1

一
読
し
た
だ
け
で
は
意
味
の
判
り
に
く
い
個
所

を
､
｢博
統
の
中
で
､

高
め
ら
れ
ー
教
育
さ
れ
た
家
柄
に
よ
る
渚
軍

達
で
､
命
を
賭
け
よ
う
と
す
る
人
々
を
再
び
集
め
る
能
力
の
あ
る
も

の
､
徐
敬
業
の
ご
と
き
も
の
が
ー
諸
君
の
中
に
ひ
と
-
で
も
い
る
か

～
｣
と
い
う
ふ
う
に
､
わ
か
り
易
く
諾
さ
れ
た
成
果
と
努
と
を
ー
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
一
般
読
者
と
と
も
に
多
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(紫
野
高
校

都
留
春
雄
)

巌
敦
易

｢
元
劇
掛
疑
｣

北
京

中
華
書
局

一
九
六

〇
年
五
月

七
六

〇
頁

元
の
薙
劇
に
関
す
る
疑
問
は
､
決
し
て
す
く
な
-
な
い
｡
正
統
の

文
学
作
品
の
場
合
に
比
べ
て
ー
脚
本
の
俸
承
が
鄭
重
で
な
か
っ
た
こ

と
も
､
原
因
の
l
つ
で
あ
ろ
う
が
､
個
々
の
作
品
に
つ
い
て
作
者
や
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