
中
開
文
筆
報

第
三
十
六
耕

書

評

張
錫
厚
校
輯

『
王
焚
志
詩
校
輯
』

北
京

中
華
書
局

一
九
八
三
年
一
〇
月

三
八
二
頁

こ
こ
数
年
来
､
中
国
に
於
け
る
敦
塩
撃
の
研
究
は
な
か
な
か
の
活

況
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
､
こ
と
文
学
の
方
面
に

限
れ
ば
､
他
分
野
に
比
し
て
い
さ
さ
か
立
ち
遅
れ
の
感
が
あ
る
の
は

否
め
な
い
｡
敦
塩
俗
文
撃
の
最
も
基
本
的
な
資
料
集
成
と
も
言
う
べ

き

『敦
塩
襲
文
集
』
(
一
九
五
七
年
'
人
民
文
学
出
版
社
)
が
中
国
園
内

で
は
全
-
の
稀
献
本
と
な
っ
て
し
ま
い
､
要
望
に
癒
え
て
よ
う
や
-

再
版
本
が
出
版
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
-

一
事
は
象
徴
的
で
あ
る
｡

こ
の
書
の
出
版
以
来
､
敦
塩
俗
文
寧
研
究
は
こ
の
書
に
全
面
的
に
依

楳
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
が
､
同
時
に

研
究
の
進
展
は
､
こ
の
資
料
集
成
が
､
と
-
わ
け
校
定
の
面
に
於
い

て
､
極
め
て
多
-
の
不
備
と
問
題
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
､

全
面
的
な
改
訂
の
必
要
が
提
起
さ
れ
る
に
至
っ
た

(呂
叔
湘

｢新
版

《敦
塩
襲
文
字
義
通
帯
》
讃
后
｣
『中
開
語
文
』
一
九
八
二
年
三
期
t
な
ど
)

こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
､
こ
の
二
十
数
年
問
の
速
回
-
を
思
い
感
無

き
を
得
な
い
｡
文
学
的
語
学
的
研
究
の
中
心
と
な
る
資
料
の
殆
ん
ど

が
､
パ
リ
･
ロ
ン
ド
ソ
に
戒
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
､
中
国
園
内

で
は
､
そ
の
マ
イ
ク
ロ
･
フ
ィ
ル
ム
､
焼
付
寓
員
の
利
用
の
候
件
が

整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
ハ
ン
デ
ィ
は
想
像
以
上
に
大
き
い
と
言

え
よ
う
｡
そ
の
中
で
､
最
近
に
於
け
る
唯

l
の
例
外
と
も
言
う
べ
き

も
の
が
'
王
焚
志
詩
の
研
究
で
､
多
-
の
論
文
が
各
雑
誌
の
誌
面
を

賑
わ
し
て
き
た
｡
そ
の
中
心
的
存
在
は
張
錫
厚
氏
で
'

｢麿
初
白
話

詩
人
王
焚
志
考
略
｣
(『中
華
文
史
論
叢
』
一
九
八
〇
年
第
四
期
)､
｢敦
塩

寓
本
王
焚
志
詩
濁
諭
｣
(『文
学
評
論
』
一
九
八
〇
年
第
五
期
)､

｢閑
干

敦
塩
寓
本

《
王
焚
志
詩
》
整
理
的
若
干
問
題
｣
(『文
史
』
第
十
五
韓
'

1
九
八
二
年
)
等
々
､
王
焚
志
詩
に
つ
い
て
の
多
-
の
論
文
を
章
表
し

て
い
る
｡
し
か
し
､
徒
乗
､
王
焚
志
詩
を
校
銀
し
た
も
の
と
し
て
は

劉
復
の

『敦
短
援
項
』
に
収
め
ら
れ
た
三
種
の
王
焚
志
詩
集
と
､
鄭

振
鐸
の
陛
界
文
庫
本
の

『
王
焚
志
詩
』
が
あ
っ
た
だ
け
で
､
前
者
は

ペ
リ
オ
本
三
本
の
校
銀
で
あ
る
が
異
本
に
よ
る
校
合
は
全
-
行
わ
れ

て
い
な
い
､
後
者
は
や
は
-
ペ
リ
オ
本
三
本
の
校
錬

(
一
本
の
み
前
者
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と
異
る
)
で
あ
る
(未
見
)､
と
い
う
不
備
な
状
況
で
あ

っ
た
｡
さ
ら
に

『
大
正
頼
経
』
巻
八
五
･古
逸
部
に
収
録
さ
れ
た
も
の
も
挙
げ
う
る

が
､
こ
れ
も
ス
タ
イ
ン
本

一
本
の
み
の
校
藤
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
に
登

場
し
た
の
が
､
こ
こ
で
取
-
上
げ
る
張
錫
厚
氏
の
『
王
焚
志
詩
校
輯
』

で
あ
る
｡
本
書
は
合
計
二
十
八
本
の
敦
煙
霧
本
を
も
と
に
王
焚
志
詩

を
校
錬
し
､
さ
ら
に
麿
宋
の
詩
話
･筆
記
小
説
な
ど
に
引
用
さ
れ
る

王
焚
志
の
侠
詩
を
集
録
し
た
も
の
で
､
巻
頭
の
序
で
任
牛
塘
氏
が
言

う
如
-

､

｢
こ
の
よ
う
に
系
統
的
に
敦
塩
遺
書
を
整
理
し
て
編
纂
さ

れ
た
詩
人
の
全
集
は
､
敦
塩
撃
研
究
の
範
国
内
で
は
､
今
迄
除
-
な

か
っ
た
｣
の
で
あ
っ
て
､
近
来
の
敦
塩
撃
､
と
-
わ
け
文
学
研
究
に

於
い
て
は
蓋
期
的
な
出
来
事
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

本
書
は
二
つ
の
部
分
に
分
れ
る
｡
前
半
は
､

｢
王
焚
志
詩
校
輯
｣

で
あ
-
､
後
牛
は
附
編
と
し
て
､
王
焚
志
詩
の
著
錦
の
簡
況
､
敦
塩

本
王
焚
志
詩
の
寓
本
の
簡
沢
､
王
焚
志
詩
研
究
の
要
約
集
成
､
ざ
ら

に
氏
自
身
の
論
文
二
篇
の
再
銀
を
載
せ
る
｡
外
形
か
ら
見
る
限
-
'

誠
に

〝
全
集
〃

と
構
す
る
に
足
る
｡
し
か
し
結
論
的
に
言
う
と
そ
れ

は
全
-
の
見
せ

か
け
で
あ

っ
て
､
本
書
の
内
容
に

一
歩
踏
み
込
む
と
､

書

評

そ
こ
に
は
信
じ
難
い
程
の
誤
-
が
山
積
し
て
い
る
｡
本
稿
で
は
､
本

書
の
中
心
で
あ
る

｢
王
焚
志
校
輯
｣
の
み
を
取
-
あ
げ
る
｡
そ
の
-

ち
､
巻
六
は
請
書
に
引
か
れ
る
逸
詩
の
集
成
で
あ
る
か
ら
､
こ
れ
に

も
解
れ
な
い
｡
敦
煙
霧
本
の
校
銀
に
限
定
す
る
方
が
､
本
書
の
債
値

を
判
断
す
る
上
で
よ
-
有
数
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
な
お

張
錫
厚
氏
の
用
い
た
二
十
八
種
の
寓
本
に
つ
い
て
は
全
て
東
洋
文
庫

所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
･
フ
ィ
ル
ム
を
焼
付
け
た
寓
員
に
よ
-
封
校
し
な

が
ら
､
さ
ら
に
巻
四
に
つ
い
て
は
張
氏
の
見
て
い
な
い
寧
禦
美
術
館

の
寓
虞
を
も
合
せ
て
見
な
が
ら
､
張
氏
の
校
轟
を
検
討
し
た
｡

ま
ず

｢
王
焚
志
詩
校
輯
｣
の
分
電
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
竜

一
か

ら
奄
互
ま
で
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
｡
し
か
し
､
奄
六
に
つ
い
て

は
､
(2-4
)
(以
下
張
氏
の
整
理
番
親
を
こ
の
形
式
で
示
す
)
が
敦
塩
本

『
歴

代
法
賓
記
』
､
(2-5
)
が
p
三

〇
二

一
に
引
か
れ
て
い
る
の
を
除
け
ば
､

残
-
の
三
十
四
首
は
請
書
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
､
巻
五
ま

で
の
詩
と
は
資
料
性
が
全
-
異

っ
て
い
て
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
｡
む
し
ろ

｢輯
侠
｣
ま
た
は

｢附
銀
｣
と
し
て
別
扱
い
に
す
べ

き
で
あ
ろ
う
｡
巻
六
と
し
て
､
懲
五
ま
で
と
同
列
に
扱
う
べ
き
も
の

は
附
哉

｢焚
志
髄
｣
滞
詩
と
し
て
救
わ
れ
て
い
る
十
二
首
で
あ
る
｡
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車
国
文
畢
報

第
三
十
六
か

本
書
の
刊
行
後
､

張
氏
は

｢斯
四
二
七
七
残
詩
奄
考
揮
｣

(『中
華
文

史
論
叢
』
一
九
八
四
年
第
二
輯
)
と
い
う
こ
の
寓
本
を
扱

っ
た
専
論
中
で
､

こ
の
残
食
中
の
詩
が
王
焚
志
の
詩
と
似
て
い
な
い
理
由
を
五
候
挙
げ

て
､
要
す
る
に

〝
秤
詩
〃

だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の

寓
本
は
首
尾
残
映
し
て
い

て
題
を
敏
い
て
お
-
､
〝

辞
詩
〃

は

『新

婚
困
劫
経
線
』
の
擬
題
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
先
ず
留
意
し
な

く
て
は

な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
張
氏
が

一
斑
し
か
ー
そ
れ
も
極
め
て
誤
っ
た
形

で
窺
う
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
本

(蘇
一
四
五

六
)
に
は
､
ま
さ
に
こ
の
残
食
中
の
詩
と
共
通
す
る

〝
秤
詩
〃

と
呼

ぶ
べ
き
詩
が
多
-
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
-
､
し
か
も
レ
ニ
ソ

グ
ラ

ー
ド
本
は
巻
末
題
記
に
よ
-

｢大
暦
六
年
五
月
□
日
｣
に

｢
王
焚
志

一
百

一
十
首
｣
を
抄
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
か
ら
ー
こ
の
附

我
の
扱
い
は
誤
-
と
断
定
で
き
よ
う
｡
ま
た
原
寓
本
は
二
十
三
首
を

含
む
の
は
､
十
二
首
の
み
を
選
銀
し
た
の
も
安
営
で
は
な
い
｡
最
後

に

〃
補
遺
〃

の
七
首
に
つ
い
て
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
先
に
言
及
し
た

レ
ニ
ン
グ
ラ

ー
ド
本

(蘇
l
四
五
六
)
を
校
銀
し
た
も
の
で
あ
-
､
奄

七
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
｡
張
氏
は
極
東
民
族
研
究
所
の
目
線

に
附
さ
れ
た
寓
本
末
尾
の
寓
県

一
葉
か
ら
七
首
の
み
を
'

(そ
れ
も

完
全
に
誤
読
し
て
)
校
藤
し
た
だ
け
で
あ
る
が
'
寛
は
五
十

一
首
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
O
(後
述
)O

次
に
懲

一
所
収
の
作
品
に
つ
い
て
問
題
鮎
を
検
討
し
て
み
よ
う
｡

(2
)
13
句

｢人
有
七
貧
時
'
七
富
遠
相
報
｣

注
七
に

｢七
貧
､

併
家
謂
人
貧
窮
己
極
之
時
｣
と
言
う
の
は
下
の
七
富
を
無
税
し
た
誤

解
で
あ
る
｡
七
韓
び
八
起
き
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
｡
元
曲
の
馬
致
速

『半
夜
雷
轟
薦
幅
碑
』
第

一
折
･混
江
寵

｢常

言
道
七
貧
七
富
､
我
便
似
玩
籍
般
依
善
業
窮
途
｣
な
ど
を
注
に
引
-

べ
き
で
あ
ろ
-
｡
王
焚
志
詩
に
見
え
る
併
教
語
費
に
封
す
る
理
解
に

は
､
甚
だ
疑
し
い
所
が
あ
る
｡

(2
)
15
句

｢徒
財
不
顧
人
｣

注
六
に

｢徒
､
原
作
徒
､
操
大
正

蔵
本
改
｣
と
い
う
の
は
誤
-
｡
徒
は
圏
と
同
書
で
あ
-
､
敦
煙
霧
本

通
兄
の
別
字
で
あ
る
.
｢徒

(固
)｣
と
校
定
す
べ
き
で
あ
る
o

(3
)
6
句

｢身
死
雇
人
埋
｣

注
四
に

｢原
作
理
､
摸
甲
二
本
改
｣
｡

こ
の
注
は
不
要
｡
敦
煙
幕
本
は

｢土
｣
に
鮎
を
打
つ
の
が
通
例
｡
こ

の
寓
本
の
書
き
ぐ
せ
を
知
ら
な
い
と
見
え
､

(12
)
11
句

｢
日
理
幾

千
股
､
光
彩
急
迅
速
｣
と
誤
-
､
文
意
通
じ
な
い
ま
ま
放
置
し
て
い

る
が
､
東
本
は
勿
論

｢埋
｣
に
作
-
､
唐
代
の
書
き
ぐ
せ
に
従
い
鮎
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が
打
っ
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
(31
)
1
句

｢人
生

一
代
問
｣
に
｢
一

代
､
原
作

一
伐
､
撰
文
義
改
｣
と
注
す
る
の
も
同
じ
誤
-
O
こ
の
よ

う
な
誤
-
は
､
他
に
も
､

(
56
)

11
句

｢何
馬
拙
宅
走
､
良
由
不
得

己
｣
注
七

｢己
､
原
作
心
､
撰
文
義
改
｣
に
も
見
ら
れ
る
｡
こ
の
詩

は
寵
字
が
気
･使
･地
-
･･-
で
あ
る
の
で
己
に
改
め
た
よ
う
だ
が
､
敦

煙
霧
本
で
は
心
･止
の
二
字
の
書
法
が
近
似
し
て
い
て
'

こ
こ
は
止

と
読
む
べ
き
所
で
あ
る
｡

(6
)
他
家
笑
吾
貧

こ
の
詩
を
張
氏
は
十
二
句

l
首
と
す
る
o
寵

の
上
か
ら
は
問
題
が
な
い
が
､
巻

一
の
底
本
で
あ
る
甲

一
本
は
詩
と

詩
の
間
に

一
字
ま
た
は
二
字
の
空
き
間
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
｡
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
､
八
句
の

｢飽
喫
長
展
脚
｣
の
後

に
二
字
分
の
空
き
間
が
あ
る
か
ら
､
九
句
め
以
後
の
四
句
を
別
の
一

首
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
敦
塩
本
王
焚
志
詩
は
､
甲
二
･甲
三
･甲
四

の
如
-
各
詩
を
分
ち
書
き
し
な
い
も
の
が
殆
ん
ど
で
あ
る
｡
甲

1
の

如
-
区
別
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
尊
重
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(7
)
大
有
愚
痴
君

こ
の
詩
の
分
段
は
非
常
に
大
き
な
問
題
を
争

ん
で
い
る
｡
寓
本
で
は

(7
)
の
後
に

(

9

)

(

10
)
が
蓮
績
し
て
お

-
､

一
顧
到
底
で
合
計
44
句
の
長
編
詩
と
な
っ
て
い
る
o
l
句

｢大

書

評

い
に
愚
痴
の
君
有
-
､
猪
身
に
し
て
鬼
子
無
し
｣
か
ら
始
ま
-
､
43

句

｢此
れ
は
是
れ
守
財
の
奴
､
貧
窮
に
死
す
る
を
免
が
れ
ず
｣
ま
で
､

守
鏡
奴
が
死
ん
で
地
獄
に
落
ち
る
様
を
描
き

1
編
の
ま
と
ま
り
を
な

し
て
い
る
｡
張
氏
は
こ
こ
に
､
原
寓
本
の
排
列
を
全
-
無
敵
し
､
し

か
も
何
の
注
記
も
な
し
に

(7
)
を
12
句
で
切
-
､
そ
の
後
に

(8
)

を
置
い
た
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
寓
本
で
は

(51
)
の
後
に
置
か
れ

て
お
-
､

(

1

4
)

(

15
)

(

8

)

と
連
緯
し
て
い
て
､
42
句

一
竃
到
底
で

長
編
の
一
首
を
な
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
寓
本
に
も
と
ず
い

て
校
定
し
て
い
-
際
に
､
こ
の
よ
-
な
無
原
則
が
有

っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
か
.
同
じ
よ
-
な
原
寓
本
に
於
け
る
排
列
の
無
配
は
､
懲
二
の

(
34
)

で
も
行
わ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
本
来
は

(40
)
と

(41
)
の
間

に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
首
句
の

｢愚
人
療
啓
匡
｣
が

(33
)

と
共
通
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
移
し
､
何
の
注
記
も
し
て
い
な
い
｡

王
焚
志
詩
に
は
詩
題
が

一
切
存
在
し
な
い
か
ら
､
仮
に
首
句
を
取

っ

て
標
目
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
首
句
の
共
通
は
､
詩
の
内

容
が
共
通
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
､
排
列
を
改
め
る

理
由
は
全
-
存
し
な
い
と
言

っ
て
よ
い
｡
況
ん
や

(
7
)
(
9
)
へ
10
)

で

1
首
､
(
14
)
(
1
)

(

8

)

で

一
首
を
成
し
て
い
る
二
首
の
長
編
詩
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を
根
撰
な
き
排
列
換
え
に
よ
っ

て
分
断
し
て
し
ま
っ
た
の
は
､
全
-

ひ
ど
い
校
定
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

(7
)
5
句

｢司
命
門
前
喚
､
不
容
別
隣
里
｣

注
三

｢司
命
､
原

作
伺
命
､
撰
文
義
改
｣
資
は
本
書
の
最
大
の
問
題
は
､
こ
の

〃
操
文

義
改
〃

に
あ
る
｡
こ
の
校
改
が
飴
-
に
も
頻
出
し
､
し
か
も
そ
の

〝
文
義

〃

が
明
か
で
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
校

定
そ
の
も

の
は
誤

っ
て
い
な
い
の
だ
が
､
こ
の
別
字
の
表
記
法
は

｢伺

(司
)
命
｣
と
す
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
-
､
寓
本
の
字
の
原
形

を
残
し
､
校
定
す
べ
き
字
を
示
す
方
法
と
し
て
は
､
是
非
､
こ
の
方

法
を
取
る
べ
き
で
あ
っ
た
｡
こ
の
表
示
法
に
よ
っ
て
､
頻
度
の
高
い

別
字
･異
文
が
浮
び
上
っ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
(
1-3
)
1
句

｢向
命
取

入
鬼
､
屠
兄
殺
羊
客
｣
は
､
こ
の
方
法
を
取
ら
な
か
っ
た
た
め
に
自

ら
を
誤
ま
ら
せ
た
例
で
あ
-
､
し
か
も
注
に

｢向
命
､
俗
栴
索
命
｣

と
言
う
の
は
全
-
論
外
で
あ
ろ
う
｡
向
命
な
ど
と
い
う
俗
語
は
勿
論

存
在
し
な
い
｡
こ
の
向
が
伺
の
読
み
誤
-
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ

ろ
う
｡
(勿
論
寓
本
は
伺
｡
)
伺
(司
)命
と
屠
兄
を
封
に
し
て
始
め
て
､

こ
の
詩
は
｢司
命
は
人
を
取
る
の
鬼
､屠
兄
は
羊
を
繁
す
の
客
｡
鬼
は

人
の
興
料
を
識
-
､
客
は
羊
の
肉
厄
を
塀
ず
0
人
は
自
ら
死
す
る
を

ね
じ

覚
え
ず
､
羊
も
亦
た

梯

ら

る
る
を
覚
え
ず
｡
恰
も
似
た
-
圃
中
の
瓜

の

合
に
熟
す
れ
ば
即
ち
須
ら
-
摘
ま
る
る
に
｣
と
人
間
も
ま
た
屠

場
の
羊
と
同
じ
だ
と
い
う
詠
嘆
の
詩
と
し
て
整

っ
た
も
の
に
な
る
の

で
あ
る
O
同
様
に

(110
)
7
句

｢百
年
有

l
倒
､
自
去
遣
誰
営
｣
に
｢
一

例
､
愉

一
死
｣
と
注
す
る
誤
-
も
､

(
捕

)
8
句

｢終
野
有

一
到
｣

を
参
看
す
れ
ば
'
倒

(到
)
の
習
鬼
の
別
字
と
し
て
虞
理
し
う
る
｡

(9
)
1
旬

｢抗
論
三
悪
遺
､
負
時
愚
痴
鬼
｣

注
二

｢時
､
原
作

持
､
接
甲
四
本
改
｣

甲
四
本
は

｢特
｣
に
作

っ
て
い
る
｡

｢時
｣

は
張
氏
の
読
み
誤
-
｡
こ
の
よ
う
な
寓
本
に
封
す
る
単
純
な
読
み
誤

-
は
驚
-
程
多
い
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
の
謹
み
誤
-
は
ま
た
､
敦
塩

資
料
に
見
え
る
口
語
に
封
す
る
知
識
の
歓
如
を
も
示
し
て
い
る
｡

0
0

｢李
陵
奨
文
｣
に

｢豊
謂
賂
軍
失
利
､
照
士
徒
然
､
負
特
壮
心
､
爺

0
0

違
本
願
｣
(『敦
煙
襲
文
集
』
八
九
頁
九
行
)
｢丈
夫
失
制
輸
狂
虜
､
負
特

皇
天
孤
停

(負
)
土
｣
(九
〇
頁
七
行
)
と
､

｢負
特
｣
は

『襲
文
集
』

中
に
二
例
見
え
る
｡

『遊
仙
窟
』
に
は

｢余
更
又
府
詩

l
首
､
･･-
･

〇
〇

紙
可
侶
伴

一
生
意
､
何
須
負
持
百
年
身
｣
と

一
例
の
み

｢負
持
｣
と

し
て
見
え
る
.
(珪
併
担
校
錬

『唐
人
小
説
』
二
一
頁
三
行
)

こ
の

『
遊

仙
窟
』
の
表
記
と
甲

一
本
は
合
致
し
､
甲
四
本
は

｢李
陵
襲
文
｣
の

114



表
記
と

一
致
し
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､

｢時
｣
に
改
め
る
の
は

誤
-
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
口
語
に
封
す
る
注
意
の
敏
如
は
､
本
書

の
誤
-
を
多
-
す
る

一
国
と
な
っ
て
い
る
｡

(
38
)

4
旬

｢街
頭
閥

0
0

立
地
｣
に
は
注
も
な
-
､
附
銀
の
王
焚
志
語
群
索
引
も
こ
の
語
を
収

0
0

め
な
い
｡
こ
の
こ
と
と
､

(
56
)

5
句

｢貧
窮
賓
可
憐
､
飢
寒
牡
露

0地
｣
注
三

｢牡
露
地
､
民
間
俗
語
､
形
容
衣
不
敵
鮭
､
露
出
旺
皮
釆
｣

と
い
う
誤
-
は
密
接
に
関
連
し
て
い
よ
う
｡
『敦
塩
襲
文
集
』
に
は
'

0
0

立
地
が
二
例
､

｢漠
照
王
陵
襲
｣
に

｢二
賂
勤
在
帳
西
角
頭
立
地
｣

(三
八
頁
五
行
)､
｢舜
子
襲
｣
に
ー
｢舜
子
府

(撫
)
琴
忠

(中
)
間
､

0
0

門
前
有

一
老
人
立
地
｣
(
一
二
九
真

二

行
)
と
あ
-
､
さ
ら
に

｢後
妻

0
0

床
上
臥
地
不
起
｣
(舜
子
襲
'
一
三
〇
頁

1
二
行
)
の
如
-
臥
地
が
三
例
､

0
0

｢往
往
人
前
恰
似
疾
､
時
時
坐
地
由

(浴
)
如
酔
｣
(父
母
恩
重
控
講
経

文
'
六
八
三
頁
四
行
)
の
如
-
坐
地
が

一
例
あ
-
､
敦
燈
資
料
で
は
､

立
地
･臥
地
･坐
地
は
接
尾
辞
的
な
地
を
と
も
な
う
口
語
語
条
の

一
群

を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
-
､
こ
の
詩
の
例
に
よ
-
､
さ
ら
に
露
地

の

一
語
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

｢貧
窮
に
し
て
茸
に

憐
む
可
し
､
飢
寒
に
て
牡
は
露
地
た
-
｣
と
訓
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

｢牡
露
地
｣
で

一
語
と
す
べ
き
で
は
な
い
｡

書

一許

(9
)
11
句

｢牛
頭
銭
叉
枚
､
□
□
把
刀
撮
｡
准
構
電
磨
身
｣

注

一
二

｢□
口
､
諸
本
残
敏
｣

こ
れ
は
寓
本
の
見
方
が
不
十
分
な
例
､

｢獄
卒
｣
の
二
字
､
甲
四
本
で
は
鮮
明
に
見
え
る
｡
注

一
三

｢椿
､

原
作
棒
､
接
大
正
蔵
本
改
｣
｡
敦
燈
寓
本
中
で

｢手
｣
と

｢木
｣
と
が

殆
ん
ど
書
き
分
け
の
意
識
な
-
混
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､
少
し
で

も
寓
本
を
扱
え
ば
す
ぐ
分
る
こ
と
で
､
こ
と
さ
ら
校
記
に
奉
げ
る
べ

き
こ
と
で
は
な
い
､
凡
例
に
入
れ
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
｡

(J

r.I

(
10
)

9
句

｢角
弓
無
主
張
､
草
創
地
着
地
｣

注
四

｢無
主
張
､

原
作
元
主
張
､
元
馬
克
之
誤
｣

こ
の
注
を
謹
ん
だ
だ
け
で
､
張
氏

の
寓
本
に
封
す
る
訓
練
が
全
-
鉄
如
し
て
い
る
こ
と
と
､
そ

の
理

由
ま
で
推
察
で
き
る
｡

つ
ま
-

｢無
｣
に
改
め
る
無
用
の
校
改
が
､

｢元
｣
と
の
距
離
を
作
-
､
寓
本
で
や
は
-
殆
ん
ど
区
別
の
意
識
な

-
用
い
ら
れ
る
元
･元
二
字
の
判
読
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
｡
下
の
着
も
寓
本
は
著
に
作

っ
て
い
る
の
に
､
全
-
注
意
し
て
な

0

い
｡
18
句

｢不
免
貧
窮
死
｣
に

｢
免
､
原
作
免
､
接
義
文
改
｣
と
注

す
る
の
も
全
-
不
要
な
こ
と
'
寓
本
は
唐
代
通
行
の
俗
鮭
で
あ
る
に

過
ぎ
な
い
｡
唐
代
の
用
字
に
封
す
る
注
意
の
敏
如
を
示
す
例
を
挙
げ

よ
う
｡
(36
)
8
句

｢元
来
不
柏
死
｣
注
二

｢元
同
原
｣
'
こ
の
注
は
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現
代
の
読
者
に
封
す
る
注
と
し
て
は
誤
っ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
す

○

ぐ
次
の
詩

(37
)
7
句

｢草
舎
原
無
駄
｣
と
あ

っ
さ
-
改
め
て
も
ら

っ
て
は
困
る
の
で
あ
る
｡
少
-
と
も
唐
代
で
は
現
代
語
の

｢原
｣
の

義
で

｢原
｣
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡
勿
論
寓
本
は

｢元
｣

に
作
る
｡
字
鰹
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
ひ
ど
い
例
は

(
4-
)

5
句

｢謬

O
O

漆
頚
共
喜
｣
で
あ
ろ
う
.
こ
の
詩
は
完
全
に
校
定
が
誤

っ
て
い
る
の

だ
が
'
そ
れ
は
さ
て
お
き

｢竣
｣
と
校
定
さ
れ
た
字
は
'
寓
本
で
は

｢友
｣
に
鮎
を
打

っ
た
形
で
あ
る
｡
こ
の
句
正
し
-
は

｢焚
志
興
壬

生
､
変
数
謬
漆
友
｣
な
の
だ
が
､
張
氏
は
ど
う
や
ら
簡
鮭
字
の
｢襲
｣

と
讃
み
誤

っ
た
よ
-
だ
｡

(
11
)

5
句

｢正
報
到
頭
乗
､
徒
費
賂
鐘
贈
｣

注
三
､
｢原
作
上
､

出
韻
､
撰
文
義
改
｣

詩
で
あ
る
か
ら
に
は
韻
が
非
常
に
重
要
で
あ

る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
｡
こ
の
例
は
原
寓
本
に
卜
と
あ
る
の
を
上

と
讃
み
誤

っ
た
単
純
な
誤
-
で
あ
る
｡

｢普
然
の
報
い
が
枕
適
に
や

っ
て
き
て
(病
に
臥
せ
る
破
目
に
な

っ
た
ら
)､
鐘
を
出
し
お
析
-
し

て
も
ら
っ
て
も
無
駄
な
こ
と
｣
の
意
で
寵
も
合
い
文
義
も
通
ず
る
｡

ま
た
12
句

｢無
心
開
衣
僕
｣
は

｢衣
僕
､
原
作
衣
眠
､
眠
出
韻
ー
撰

文
義
改
｣
と
注
す
る
が
､
ひ
ど
い
誤
-
で
あ
る
｡
入
聾

一
畳

一
韻
到

底
の
詩
で
あ
る
か
ら
､
出
韻
と
片
付
け
､
字
を
改
め
る
前
に
､
こ
の

字
鰹
に
類
似
し
た

一
足
頚
の
字
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
寓
本
は

勿
論
､
服
に
作
-
誤

っ
て
い
な
い
｡
詩
の
切
れ
目
が
は
っ
き
-
し
な

い
こ
と
の
多
い
王
焚
志
詩
で
は
､
寵
は
殊
に
重
要
で
あ
る
｡
韻
の
換

-
め
､
出
龍
に
は
常
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
張
氏
の
こ
の
鮎

へ

の
配
慮
も
ま
た
甚
だ
心
も
と
な
-
､
多
-
の
誤
-
の
原
因
と
な
っ
て

い
る
｡
(30
)
4
句

｢徒
吾
相
便
貸
｣
こ
の
上
の
2
句
の
誼
字
が
得
で

あ
る
か
ら
､
こ
の
貸
の
字
に
は
出
韻
で
な
い
こ
と
を
示
す
注
が
必
須

で
あ
ろ
う
｡

『集
韻
』
に

｢貸
､
音
特
､
借
也
､
本
作
武
｣
と
あ
る
｡

次
に

(
51
)
の
寵
字
を
順
に
奉
げ
る
と
､
坐
･箇
･貨
･和
･過
･倍
と
な

-
'
12
句

｢得
利
過

l
倍
｣
が
失
認
で
あ
る
の
に
注
意
し
て
い
な
い
｡

と
こ
ろ
が
次
の

(
52
)

の
首
句
は
残
映
と
し
て

｢ロ
ロ
ロ
ロ
兄
､
分

毒
筆
眼
詩
｣
で
始
め
て
い
る
｡
賓
は
残
映
し
て
い
る
の
は

(
5
)

の

第
12
句
で
あ
-
､
12
句
と
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の

(
52
)

の
首
句
な

の
で
あ
る
｡

｢利
を
得
る
こ
と

一
倍
を
過
ぐ
る
に
､
分
電

撃
限
肇

う
｣
高
い
利
益
を
真
-
な
が
ら
､
な
お
眼
を
む
い
て
利
を
争
う
と
い

-
表
現
で
あ
る
｡
次
に
寵
を
無
配
し
た
た
め
に
詩
の
分
合
を
誤
っ
た

最
も
ひ
ど
い
例
を
畢
げ
る
｡
(95
)
か
ら

(
99
)
ま
で
の
詩
を
､
張
氏
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の
校
定
に
よ
-
1
漬
け
て
載
せ
､
句
に
通
し
番
窮
を
附
す
｡

1
無
(元
)常
元
不
避

3
徒
作
(併
)
七
尺
影

5
妻
見
時
冥
途

7
古
来
皆
有
死

9
造
化
成
鳥
我

11
魂
塊
似
純
子

13
撃
取
細
腰
肢

15
純
子
乍
断
去

17
親
此
身
意
相

19
有
生
皆
看
滅

21
気
衆
則
(即
)成
(馬
)戟

23

一
群
泊
(伯
)
死
漠

韻
に
着
目
す
れ
ば
､
1
-
8

2
果
(莱
)到
即
須
行r}

4
供
(但
)頃

一
丈
坑0

6
鬼
朴
(千
)
唱
歌
迎

0

8
何
必
得
如
生△

△

10
如
人
弄
郭

郎

〔
禿

〕

△

12
形
骸
若
柳
木

△

14
抽
牽
動
眉
目△

16
即
是
乾
柳
模

18
都
由
水
火
風

20
有
始
皆
有
終

22
束
散
即
成
空

24
何
似
叫
(叩
)頭
轟

9
-
16
､
17
-
24
と
三
つ
に
区
切

る
見
皆
が
つ
-
｡
問
題
は
こ
の
-
ち
10
句
邸
と
16
句
模
と
い
-
出
苛

で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
前
者
は
､
寓
本
は
確
か
に
邸
に
作
る
が
､
張
氏

注
に
も

『
通
俗
編
』
を
引
き

｢顔
氏
家
訓
云
'
俗
名
侃
偏
馬
郭
禿
｣

と
あ
る
如
-
'
-
ぐ
つ
を
郭
邸
と
も
い
い
郭
禿
と
も
言

っ
た
の
で
あ

書

評

り
､
こ
こ
は
同
義
語
を
寓
本
が
書
き
誤

っ
た
と
し
て
虞
理
で
き
る
｡

つ
ま
-
郭
郎

〔禿
〕
と
校
定
す
れ
ば
よ
い
0
16
句
は
出
記
と
し
て
疑

い
を
存
し
て
お
-
し
か
仕
棟
が
な
い
が
､
詩
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
こ

こ
で
切
れ
る
こ
と
は
確
定
で
き
よ
う
｡
す
な
わ
ち
､
第

一
首

｢尤
常

元
よ
-
避
け
ず
､
業
到
ら
ば
即
ち
須
ら
-
行
-
べ
し
｡

た
と

な
んじ

従

え

弥

七
尺
の
影
な
る
も
､
但
だ

l
丈
の
坑
を
項
と
す
る
の
み
O

妻
兄
は
噂
異
し
て
迭
-
､
鬼
子
は
唱
歌
し
て
迎
う
｡
古
来
皆
死
有
-
､

何
ぞ
必
ず
し
も
生
の
如
き
を
得
ん
｡
｣

第
二
首

な
す

｢造
化
の
我
を
成
鳥
こ
と
､
人
の
郭
禿
を
弄
す
る
如
し
o
魂
塊
は
純

子
に
似
て
､
形
骸
は
柳
木
の
若
し
｡
撃
取
す
れ
ば
細
腰
､
抽
牽
す
れ

ば
眉
目
動
-
｡
純
子

乍
ち
断
し
去
れ
ば
､
即
ち
是
れ
乾
柳
模
｡｣

第
三
首

す
べ

｢此
の
身
意
の
相
を
観
る
に
､
都

て

水
火
風
に
由
る
｡
生
ず
る
有
れ

ば
皆
滅
す
る
有
-
｡
始
る
有
れ
ば
皆
終
る
有
-
｡
束
乗
れ
ば
即
ち
我

と
馬
-
､
気
散
ず
れ
ば
即
ち
空
と
成
る
O

一
群
の
死
を
惰
る
る
の
漠
､

い
ず
れ

叩
頭
轟
に
何
似
ぞ
｡
｣

と
し
て
整
理
さ
れ
よ
う
｡
な
お
無

(元
)
の
如
-
示
し
た

(

)
内

117



中
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報

第
三
十
六
筋

は
寓
本
の
字
で
あ
る
が
､

こ

と
ご
と
-
張
氏
は
誤
っ
て
い
る
O
張
氏

は

(
95
)
1
-
6
､
(
97
)
7
-
10
､
(
98
)

11
-

14

､

(99
)15

-

18
､

(1-0
)

19
-
24
と
合
計
五
首
に
分
つ
と
い

う

誤

-

を

犯
し
て
い

る
｡

詩
を
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
で

一
首
と
す
る
か
は
､
詩
の
解
帯
に
と
っ

て
決
定
的
と
言
っ
て
よ
い
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
が
､
そ
の
分
合

を
誤
る
も
の
が
極
め
て
多
い
｡
以
下
､
そ
の
訂
正
す
べ
き
も
の
の
み

を
挙
げ
て
お
-
｡
(37
)
/
(38
)1
26
句

一
首
｡
(41
)
/
(42
)
/
(43
)

1
32
句

一
首
｡

(
48
)

12
句
と
す
る
が
誤
-
､
8
句
ま
で
｡
9
句
以

後
1

(
49
)0
(57
)
首
2
句
1

(
56
)0
(60
)
1
-
4
句
で

一
首
｡

5
-
12
句

一
首
｡

(
92
)
/
(
93
)
1
8
句

一
首
｡
(
114
)

下

2
句
1

(
115
)

の
首
2
句
と
合
せ

一
首
､
(
115
)
の
下
8
句
で

一
首
｡

(
川
)

の
首
2
句
1

(
1-8
)0
(
1-3
)
12
句
と
す
る
が
､
前
6
句

一
首
､
後
6

句

1
首
｡
(
1-
)
前
4
句

一
首
､
後
8
句

l
首
｡
(
1-1
)
五
言
詩
と
し

て
5
句
に
区
切
る
は
誤
-
､
六
言
詩
に
改
め

(1-2
)
と
合
せ
12
句
｡

(212
)
4
句

一
首
と
す
る
が
績
か
な
い
｡
分
け
て
残
詩
二
首
と
す
る
｡

(2
)
前
4
句
1
(
朔
).
(2
)
第
5
句
以
下
と

(2
)
第
10
句
ま
で

で

一
首
｡

(
250
)
1l
l2
句
1
(
251
)0

(2-3
)
/
(2-4
)
-
16
句

一
首
｡

(
2
)
首
2
句
-

(
2
)O
(2-7
)
末
2
句
1

(
2
)｡
(
2-2
)
/
(
2-3
)
∫

20
句

一
首
o

(
2
)
首
2
句
1

(
2-
)｡

(
2
)
下

2
句
-

(E:)｡

(
14
)

1
句

｢百
歳
有

一
人
､
得
七
十
着
稀
｣

こ
の
例
は
注
で
は

分
-
に
-
い
の
で
､
寓
本
の
ま
ま
掲
げ
て
み
よ
う
｡
甲

一
本

｢百
歳

乃
有

一
人
得
七
十
着
稀
｡｣
甲
四
本

｢百
歳
乃
有

一
人
得
七
十
稀
｡
｣

比
べ
て
み
る
と
甲

一
本
が

一
字
多
-
な
っ
て
い
て
術
字
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
分
る
.
張
氏
は

｢原
作
､
百
歳
乃
有

一
人
､
乃
馬
術
文
､

己
制
｣
と
き
わ
め
て
あ

っ
さ
-
乃
を
術
字
に
し
て
い
て
､
甲
四
本
の

異
文
に
は
言
及
す
ら
し
な
い
｡
し
か
し
ー
甲
四
本
は
こ
れ
で
き
ち
ん

と
句
を
な
し
て
お
-
､
こ
れ
と
比
べ
れ
ば
､
む
し
ろ
者
が
桁
字
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
｡
ま
た
傍
護
と
し
て
は

(17
)
｢人
人
百
歳
乃
有

一
､
縦
令
長
□
七
十
稀
｣

を
も
挙
げ
得
よ
う
｡
張
氏
の
校
定
で
は

｢百
歳

一
人
有
-
､
七
十
を
得
る
者
は
稀
｣
ー
甲
四
本
で
は

｢百
歳
は

乃
ち

一
着
-
､
人
七
十
を
得
る
は
稀
｣
と
な
る
わ
け
だ
が
､
こ
の
ど

ち
ら
に
従
う
べ
き
か
は
と
も
か
く
､
甲
四
本
は
校
訂
に
際
し
考
慮
す

べ
き
異
文
だ
と
は
言
え
よ
-
｡
こ
こ
で
張
氏
が
甲
四
本
の
異
文
を
注

記
し
な
か
っ
た
の
は
非
常
に
大
き
な
手
落
ち
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

寓
本
の
景
照
を
見
る
す
べ
の
な
い
読
者
､
と
-
わ
け
中
国
の
読
者
に

検
討
の
た
め
の
共
通
の
基
盤
を
興
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
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(11
)
夫
婦
相
対
坐

張
氏
は
以
下
14
句
ま
で
を

一
首
､

(12
)
午

生
歌
舞
虞
以
下
12
句
を

一
首
'

(
1
)
富
者
射
棺
木
以
下
14
句
を

l

首
と
す
る
の
は
誤
-
｡
合
計
36
句
､
つ
ま
-

(13
)
の
10
句

｢冥
冥

不
省
寧
｣
ま
で
で

一
首
と
し
､

(
13
)

の
下
4
句

｢撃
頭
郷
里
行
､

事
普
選
靴
襖
､
有
鏡
但
着

(著
)
用
､
真
作
千
年
詞
｣
を

l
首
と
す

べ
き
で
あ
る
｡

(
16
)
張
氏
の
校
銀
を
掲
げ
る
｡
寓
本
が
正
し
-
張
氏
の
誤
る
も
の

は

(

)
に
訂
正
し
て
お
-
｡

｢
1
福
生
至
西
方

3
身
是
有
限
身

5
縦
有
(得
)
百
年
活

7
慾
人
連
勝
癖

9
無
心
造
福
田

11
只
得
暫
時
努
(栄
)

2
各
難
(維
)
知
厭
足

4
程
期
太
劇
促

6
俳
御
如
韓
燭

8
買
錦
妻
装
束

10
有
意
事
〔使
〕
奴
僕

12
嘱
身
入
苦
海
(毒
)｣

注

一
に

｢福
生
至
西
方
､
首
句
之
前
､
遠
有
残
詩
句
､

『
善
勧
請

貴
等
､
口
□
□
□
口
､
火
急
造
橋
株
､
運
慶
身
待
遇
｡』
寵
不
同
｣

と
一号
っ
｡
こ
れ
は

｢善
勧
請
貴
等
｣
を
初
句
と
し
､
｢福
生
至
西
方
｣

を
末
句
と
考
え
れ
ば
整
理
で
き
る
｡

｢
1
諸
貴
等
に
善
勧
す
'
2
□

書

評

□
□
□
口
､
3
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
､
4
火
急
に
橋
梁
を
造
れ
0
5
遅
度
し

身
過
ぐ
る
を
得
れ
ば
､
頑
生
じ
西
方
に
至
ら
ん
.｣

次
に
寓
本
を
見

れ
ば
､
甲
四
本
に
は
2
の
前
に

｢造
知
賢
貴
等
｣
の
五
字
が
あ
る
｡

(張
氏
失
校
)
更
に
12
句
め
の
末
字
を
甲

一
本
は
正
し
-
毒
に
作

っ

て
い
る
｡
甲
四
本
は
毒
1
棄
1
海
と
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
2
足

4
促
6
燭
8
束
10
僕
12
毒
と
入
聾

l
星
龍
で
12
句

l
首
と
整
理
し
得

る
｡
す
な
わ
ち

｢賢
貴
等
に
造
知
す
､
各
お
の
厭
足
を
知
る
と
雄
も
､

はな

た
と

身
は
是
れ
有
限
の
身
､
程
期

太

は

だ
劇
促
た
-
｡
縦

え

百
年
の
活

を
得
る
も
､俳
御
す
る
こ
と
韓
燭
の
如
し
｡
客
人
は
連
勝
疾
､錦
を
買

い
て
妻
装
束
す
.
福
田
を
造
る
の
心
無
-
､
奴
僕
を
使
う
に
意
有
-
o

只
だ
暫
時
の
柴
を
得
る
の
み
､
頻
身

苦
毒
に
人
ら
ん
｣
と
な
る
｡

(17
)
傍
看
数
箇
大

張
氏
は
こ
の
詩
の
前
6
句
を
五
言
､
後
の
2

句
を
七
言
と
す
る
が
誤
-
｡
以
下

(
18
)
と
合
せ
て
七
言
の
一
首
で

あ
る
｡
先
ず
訂
正
し
た
校
銀
を
掲
げ
よ
-
0

｢

1
傍
看
教
箇
大
悪
癖

2
造
舎
擬
作
寓
年
期

3
人
人
百
歳
乃
有

一

4
縦
令
長
□
七
十
稀

5
□
□
□
□
期
劫
牛

6
欲
似
流
星
光
暫
時

7
中
途
少
少
遼

乳
死

8
亦
有
初
生
□
於
兄
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第
三
十
六
耕

9
無
間
男
夫
及

女
婿

11
年
年
相
積
罪
根
重

13
日
日
蓮
罪
不
知
足

15
不
能
透
圏
四
方
走

17
日
造
悪
業
遠
白
受

19
各
各
保
愛
膿
血
袋

21
撃
他
造
罪
身
自
供

23
今
身
不
形
不
修
□

25
向
前
口
□
□
□
□

27
倒
曳
口
□
口
ロ
ロ

10
不
得
驚
忙
審
三
思

12
月
月
智
長
肉
身
肥

14
恰
似
猶
義
紳
猪
兄

16
還
須
圏
待
裏
死
時

18
如
今
苦
痛
遠
目
知

2

1
兼
白
骨
荷
頑
皮

22
羨
□
口
幅
延
期
兄

24
□
至
賓
山
空
手
締

26

□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
随

28

□
□
□
□
□
□
□
｣

こ
れ
を
張
氏
の
校
定
と
比
べ
て
み
よ
う
｡
1
2

｢傍
看
教
簡
大
､

悪
疾
造
宅
含
､
擬
作
寓
年
期
｣
五
言
と
讃
み
誤

っ
た
の
み
な
ら
ず
､

教
箇
大
に

｢敷
個
人
的
俗
稀
｣
と
注
す
る
､
全
-
の
誤
-
｡
3

｢人

人
歳
有

一
｣
寓
本
に
あ
る
百
･乃
の
二
字
脱
落
｡
4

｢縦
令
七
十
稀
｣

長
の
字
脱
落
｡
5
6
7
8
､
寓
本
に
出
て
-
る
字
の
順
番
を
全
-
蘇

税
｡

｢少
少
授
乳
死
7
､
亦
看
初
生
8
､
期
却
牛
5
､
欲
似
流
星
光

暫
時
6
､
中
途
少
7
□
□
□
口
､
□
□
□
□
□
於
鬼
｣
11

｢年
年
相

緯
口
口
重
｣
罪
板
の
二
字
耽
落
｡
槍
は
積
に
改
め
る
べ
き
か
｡

14

｢恰
似
猪
養
殖
□
□
｣
猪
兄
の
二
字
脱
落
｡
15
以
下
に
つ
い
て

｢原

本
及
甲
四
本
以
下
供
窺
伏
｣
と
注
す
る
が
､
な
お
七
十

一
字
を
校
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

さ
て
巻

一
を
通
覧
し
た
わ
け
だ
が
､
も
-
こ
れ
以
上
検
討
を
活
け

る
必
要
は
あ
る
ま
い
｡
寓
本
に
於
け
る
排
列
･寓
本
の
空
き
間
･寓
本

の
書
き
ぐ
せ
･俗
髄
字
異
腹
字
等
､
字
鰹
の
注
意
･時
代
に
よ
る
文
字

の
使
い
分
け
･別
字
異
文
･沸
教
語
史
･
口
語
語
菓
･押
韻
｡
こ
れ
ら
の

鮎
に
封
す
る
注
意
の
敏
如
が
上
に
見
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
誤
-
杏

招
来
し
た
の
で
あ
る
｡
本
書
は
こ
の
よ
う
に
ー
寓
本
を
扱
う
上
で
の

問
題
鮎
を
貿
例
と
し
て
明
示
し
て
-
れ
は
し
た
が
､
研
究
の
出
顎
鮎

た
る
校
定
本
と
し
て
は
全
-
信
頼
を
置
-
こ
と
が
で
き
な
い
｡

書
評
の
鰻
を
成
さ
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
些
細
な
事
柄
に
ば
か

り
こ
だ
わ
っ
た
理
由
は
､
今
日
な
お
中
開
に
お
け
る
敦
短
文
撃
語
学

研
究
は
､
テ
キ
ス
ト
を
讃
み
込
ん
で
誤
-
を
訂
正
す
る
と
い
う
方
法

を
中
心
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
徐
震
鍔
氏
の

｢敦
塩
襲
文
集
校

記
補
正
｣
｢敦
塩
襲
文
集
校
記
再
補
｣
(華
東
師
範
大
学
学
報
･人
文
科
学

一
九
五
八
年
一
期
二
期
)
は
そ
の
方
法
で
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
け
れ
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ど
も
､
校
定
本
の
単
純
な
ミ
ス
の
た
め
に
遠
回
-
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

も
決
し
て
少
-
な
い
の
で
あ
る
0
校
定
に
は
寓
本
を
見
る
便
宜
の
な

い
人
が
信
頼
し
て
利
用
で
き
る
精
度
が
要
求
さ
れ
る
｡
そ
れ
に
答
え

る
の
が
寓
本
を
見
る
便
宜
の
あ
る
者
の
義
務
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
私
事
に
捗
る
が
､
我

々
が
入
矢
義
高
先
生
の
主
催
さ
れ
る

敦
塩
文
献
の
輪
講
合
で
王
焚
志
詩
を
謹
み
始
め
た
の
は

l
九
八

〇
年

三
月
の
事
で
あ

っ
た
｡
四
年
の
歳
月
を
費
し
て
､
よ
う
や
-
､
現
在

知
ら
れ
て
い
る
敦
燈
本
王
焚
志
詩
集
の
全
都
を
読
み
終
え
た
が
､
張

氏
の
外
に
出
る
の
は
､
氏
が
補
遺
と
し
て
七
首
を
錬
し
た
レ
ニ
ン
グ

ラ
ー
ド
本
の
51
首
だ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
も
含
め
て
'
我

々
自
身
の
校

定
本
を
提
出
す
る
こ
と
を
課
さ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
｡
本
稿
で
論

じ
た
事
柄
は
輪
講
合
で
の
議
論
に
負
う
も
の
が
極
め
て
大
き
い
こ
と

を
記
し
て
お
き
た
い
｡

(奈
良
女
子
大
学

松
尾
良
樹
)

追
記

‥
本
書
に
封
し
て
は
播
重
規

｢
三
党
志
詩
校
輯
讃
後
記
｣
(『敦
煙
草
』

第
九
輯
)
お
よ
び
項
楚

｢
王
焚
志
詩
校
輯
匡
補
｣
(『中
華
文
史
論
叢
』

1
九
八
五
年
第

l
輯
)
の
二
書
評
が
詳
細
な
修
訂
を
加
え
て
い
る
O
参

照
し
て
頂
き
た
い
｡

毒

評

蒲

鳳

『蒲
紅
俸
』

百
花
文
聾
出
版
社

l
九
八
〇
年
十
二
月

一
二
九
貢

こ
こ
数
年
の

｢蒲
紅
熱
｣
は
大
挙
な
も
の
だ
｡
そ
れ
も
日
本
だ
け

の
現
象
で
は
な
い
｡
今
､
単
行
本
に
限

っ
て
園
外
で
刊
行
さ
れ
た
も

の
を
あ
げ
て
み
よ
う
｡

一
､
作
品
集

①
､

『
T
h
c

F
ie

1d
of
L

i
f
e

a
nd
D
e
a
t
h
an
d

T

a
les
of
H

olan

R

iv
e
r
』
T
r
a
n
s
ta
t
e
d

b
y

H
o
w

ard
G
otdbtat
t
a
n
d

E
tle
n

Y

eu
n
g
,

Zndiana
U
n
iversi
ty
P

ress.墓
幣
版
､
敦
但
書
局
股
伶
有
限
公
司
'

一
九
七
九
年
八
月
｡

②
､

『
生
死
場
』
香
港
中
流
出
版
社
有
限
公
司
'

一
九
七
九
年
十
月
o

③
､

『
呼
蘭
河
侍
』
窯
龍
江
人
民
出
版
社
'

一
九
七
九
年
十
二
月
｡

④
､

『
蹴
渉
』
三
郎
･惰
吟
共
著
'
黒
龍
江
省
文
学
蛮
術
研
究
所
'

1
九
七

九
年

(五
重
印
刷
社
'

一
九
三
三
年
十
月
復
刻
版
'
横
田
書
店
復
刻
)0

⑤
､

『
生
死
場
』
窯
龍
江
人
民
出
版
社
'

一
九
八
〇
年
五
月
｡

⑥
､

『蒲
紅
選
集
』
(中
国
現
代
文
選
叢
書
)
香
港
文
撃
研
究
社
'
一
九
八
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