
〈私
の
研
究
〉

張
元
済
の

「
涵
芥
楼
儘
余
書
録
』
に
「
「
國
語
」
二
十

一
巻
、
明
覆
宋
刊
本
、

八
冊
、
段
玉
裁
、
顧
抱
沖
、
顧
千
里
校
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
底
本
は
明
嘉

靖
年
間
刊
行
金
李
本
で
、
段
玉
裁
の
跛
文
が
つ
い
て
い
る
、
と
あ
る
。
段
玉
裁
、

顧
抱
沖
及
び
顧
千
里
の
校
勘
作
業
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

段
氏
餞
校
精
審
、
径
中
復
有

「逹
案
」
、
「
廣
折
案
」
若
干
條
、
則
顧
抱
沖
及

其
従
弟
顧
千
里
所
績
増
也
。

（
段
氏
の
校
勘
は
詳
細
で
行
き
届
い
て
お
り
、
巻
中
に
は
「
逹
按
」

「廣
折
按
」

も
若
干
み
ら
れ
る
が
、
顧
抱
沖
及
び
そ
の
従
弟
で
あ
る
顧
千
里
が
増
補
し
た
も

の
で
あ
る
）

「
涵
芥
楼
儘
余
書
録
』

に
牧
録
さ
れ
て
い
る
善
本
は
、

一
九
五

0
年
代
に
北

京
図
書
館
（
現
国
家
図
書
館
）
に
移
さ
れ
た
。『
北
京
図
書
館
善
本
書
目
』
（

一

九
五
九
年
版
）
を
み
る
と
、

「國
語
解
二
十

一
巻
、
呉
拿
昭
撰
、
明
嘉
靖
七
年

金
李
澤
遠
堂
刻
本
、
顧
廣
折
校
、
顧
之
逸
校
並
臨
段
玉
裁
校
祓
、
八
冊
」
（
七

三
九
五
）
と
い
う
校
本
（
書
き
入
れ
本
）
が
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
、

r
涵
芥
楼

儘
余
書
録
』
が

「段
玉
裁
、
顧
抱
沖
、
顧
千
里
校
」
「段
氏
饂
校
精
審
、
巻
中

段
玉
裁

『
国
語
』

小

方

伴

子

校
本
の
謎

復
有

「逹
案
」
、
「
廣
折
案
」
若
干
條
」
と
記
す
本
、
す
な
わ
ち
段
玉
裁
の
『
国

語
』
校
本
に
顧
広
折
（
千
里
）
と
顧
之
逸
（
抱
沖
）
が
案
文
な
ど
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
た
。
「
顧
廣
折
、
顧
之
逹
校
並
臨
段
玉
裁
校
祓
」
と
な
っ
て

い
る
が
、
目
録
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
私
は
、

「
国

語
』
明
道
本
の
重
刻
刊
行
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
、

「宋
明
道
二
年
刊
本

『
国
語
』

の
黄
杢
烈
重
刻
に
つ
い
て
」
（
『
人
文
学
報
』
四

0
三
号
）
と
い
う
論
文
を
ま
と

め
て
い
た
が
、
そ
れ
が

一
段
落
し
た
ら
、
段
玉
裁
の

「
国
語
」
校
本
に
つ
い
て

調
ぺ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

二
0
0八
年
の
夏
、
黄
王
烈
の

『
国
語
』
校
本
を
調
ぺ
る
た
め
に
、
中
国
国

家
図
書
館
の
善
本
閲
覧
室
を
訪
れ
た
。
ス
タ
ッ
フ
の
方
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
便
宜

を
は
か
っ
て
く
だ
さ
り
、
黄
杢
烈
の
『
国
語
』
校
本
と
恵
棟
の

『
国
語
』
校
本

を
並
ぺ
て
閲
覧
す
る
と
い
う
、
奇
跡
の
よ
う
な
時
を
す
ご
し
た
。
最
終
日
の
朝
、

ふ
と
思
い
立
っ
て
、
「
段
玉
裁
の

「
国
語
』
校
本
」
の
閲
覧
を
申
請
し
た
。
時

間
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
し
、
貴
重
な
原
本
の
閲
覧
を
重
ね
て
お
願
い
す
る
の
も

憚
ら
れ
て
、

「取
り
あ
え
ず
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
」
と
い
う
選
択
を
し
た
。

本
格
的
な
調
査
は
次
年
度
に
持
ち
越
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
投
影
機

に
映
し
出
さ
れ
た
書
き
入
れ
を
み
て
、

「
次
年
度
に
」
と
い
う
思
い
は
吹
き
飛

ん
だ
。
欄
外
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
段
玉
裁
の
校
語
の
字
句
が
、

「
校
刊
明

道
本
草
氏
解
国
語
札
記
」
（
以
下
、
『
国
語
札
記
』
）
に

「段
云
」
と
し
て
引
か

れ
て
い
る
字
句
と
、
部
分
的
に

一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
全
部
で
は
な
く
部

分
的
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

「国
語
札
記
』
に
お
け
る
段
玉
裁
の
関
わ
り
方
を
示

す
重
要
な
鍵
が
あ
る
。
私
は
そ
の
八
十
二
箇
条
の
校
語
を
夢
中
で
写
し
取
り
、

帰
国
後
、

「「
国
語
札
記
」
に
お
け
る
段
玉
裁
校
語
に
つ
い
て
」
（『人
文
学
報
』

四

一
八
号
／
修
正
版
「
『
国
語
」
の
版
本
と
校
勘
学
の
研
究
』
（
平
成
二
0
ー
ニ
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二
年
度
科
研
報
告
杏
）
）
と
い
う
論
文
を
書
い
た
。

数
力
月
後
、
論
文
を
ご
覧
に
な
っ
た
或
る
古
代
中
国
語
文
法
の
先
生
か
ら
メ
ー

ル
を
頂
戴
し
た
。
心
あ
た
た
ま
る
文
面
の
最
後
に
、
「段
玉
裁
の
『
国
語
』
校

本
が
現
存
す
る
の
で
す
か
」
と
い
う

一
言
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
目
に
し
た
と
き
、

何
や
ら
嫌
な
予
感
が
し
た
。
「
臨
本
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
不
安
が
よ
ぎ
り
、

わ
ず
か
半
日
の
調
査
で
、
し
か
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
調
査
だ
け
で
論

文
を
ま
と
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い
た
。

そ
の
年
の
夏
、
再
び
中
国
国
家
図
書
館
を
訪
れ
た
。
初
日
に
原
本
の
閲
覧
を

申
請
し
た
。
開
い
て
数
分
も
た
た
な
い
う
ち
に
臨
本
だ
と
わ
か
っ
た
。
私
が
段

玉
裁
の
直
筆
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
害
き
入
れ
に
は
、
そ
れ
と
同
じ
朱
筆
で

「
癸
丑
清
明
前
二
日
」
（
巻
二
巻
末
）
、

「
癸
丑
清
明
」
（
巻
三
巻
末
）
と
い
う
日

付
が
付
さ
れ
て
い
た
。
癸
丑
は
乾
隆
五
十
八
年
、
段
玉
裁
が

『国
語
』
の
校
勘

作
業
を
行
っ
た
の
は
乾
隆
三
十
四
年
で
あ
る
。
嬰
色
、
筆
跡
、
重
ね
が
書
き
の

状
況
な
ど
に
よ
り
、
校
本
に
書
き
人
れ
ら
れ
た
段
玉
裁
の
校
語
及
び
校
勘
記
は
、

乾
隆
五
十
八
年
に
蘇
州
近
辺
の
校
勘
学
者
或
い
は
蔵
書
家
が
、
段
玉
裁
校
本
か

ら
直
接
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
校
本
す
な
わ
ち
段
玉
裁
の
『
国
語
』
校
本
の
臨
本
に
は
、

不
可
解
な
点
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
例
え
ば
蔵
書
印
で
あ
る
。
葬
昭
の
序
文
の

標
題

「
國
語
叙
録
」
の
下
に
、
張
元
済
、
何
悼
、
顧
千
里
、

狂
士
鍾
の
印
が
、

そ
の
順
番
で
並
ん
で
い
る
。
何
綽

（
一
六
六
一
年
生
）
の
蔵
書
印
が
、
張
元
済

（
一
八
六
八
年
生
）
と
顧
千
里
（
一
七
六
六
年
生
）
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
何
綽
、
顧
千
里
、
注
士
鍾
の
印
は
、
『
中
国
蔵
書
家
印
黎
』
な

ど
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
と
比

ぺ
る
と
、
文
字
の
形
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い

る
。
偽
印
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
さ
ら
に
臨
本
の
冒
頭
に
は
何
姐
の
題
記

が
つ
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
偽
印
と
思
わ
れ
る
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

「涵
芥
楼
儘
余
害
録
』
に
は
、

「蔽
印
、

「顧
千
里
印
」
「
黄
王
烈
」
「
葵
翁
」
「
圧

士
鍾
蔵
」
「
萬
宜
棲
蔵
善
本
書
印
」
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
何
悼
の
名
は
な
い
。

張
元
済
は
何
悼
の
印
だ
け
を
偽
物
と
み
な
し
、
記
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

或
い
は
張
元
済
と
何
悼
の
印
は
、
涵
芥
楼
か
ら
北
京
図
書
館
に
移
さ
れ
る
途
中

で
付
け
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
国
家
図
書
館
所
蔵
本
は
、
そ
の
目
録
が
示
す
よ
う
に
段
玉

裁
の
『
国
語
』
校
本
の
臨
本
で
あ
る
。
た
だ
し
臨
本
と
は
い
っ
て
も
、
素
性
を

あ
る
程
度
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
真
本
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。
真
本
が
逸
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
最
善
の
策
で
あ
る
。
私

は
北
京
で
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
「『
国
語
』
段
玉
裁
校
本
と
そ
の
臨
本
」

（『
人
文
学
報
」

四
三
三
号
）
を
書
き
上
げ
た
。
知
り
得
た
情
報
は
す
ぺ
て
提
示

し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
ひ
と
つ
だ
け
、
表
に
出
さ
な
か
っ
た
も
の
が
あ

る
。
書
き
入
れ
に
関
す
る
恩
師
の
見
解
で
あ
る
。

論
文
に
着
手
し
て
ま
も
な
い
頃
、
私
は
師
の
研
究
室
を
訪
れ
た
。
師
は
私
の

話
を
聞
き
な
が
ら
臨
本
の
コ
ピ
ー
を
眺
め
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
ふ
っ
と

お
笑
い
に
な
り
、
何
と
も
楽
し
そ
う
な
お
顔
で
、

「
こ
れ
は
偽
造
で
す
。
涵
芥

楼
か
ら
北
京
図
書
館
に
移
さ
れ
る
途
中
で
本
物
と
す
り
替
え
ら
れ
た
に
違
い
な

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
蔵
書
印
だ
け
で
な
く
、
段
玉
裁
の
校
語
や
校
勘
記
の

写
し
、
顧
千
里
や
顕
之
逹
の
案
文
も
含
め
て
、
す
ぺ
て
本
物
そ

っ
く
り
に
模
倣

さ
れ
た
偽
物
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
。
私
は
北
京
で
実
物
を
み
た
。
一

週
間
か

け
て
丹
念
に
調
ぺ
た
。
幾
重
に
も
書
き
入
れ
ら
れ
た
校
勘
記
や
校
語
は
、
そ
れ

そ
れ
嬰
の
濃
淡
や
筆
跡
が
異
な
り
、

複
数
の
人
が
、
時
を
異
に
し
て
書
き
入
れ
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た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
誰
が
何
の
た
め
に
臨
本
を
臨
本
と
し
て
偽

造
す
る
の
だ
ろ
う
。
私
が
偽
造
す
る
な
ら

「
癸
丑
」
と
い
う
文
字
は
入
れ
な
い
。

「
好
事
家
が
い
る
の
で
す
」
と
師
は
い
わ
れ
た
。
確
か
に
、
上
海
の
涵
芥
楼
か

ら
北
京
図
書
館
に
運
ば
れ
る
途
中
で
誰
か
が
そ
っ
と
抜
き
取
り
、
そ
れ
と
同
じ

版
本
（
金
李
本
）
に
書
き
入
れ
を
写
し
取
り
、
そ
ち
ら
を
も
と
に
も
ど
し
て
オ

リ
ジ
ナ
ル
は

「
好
事
家
」
に
渡
し
た
と
考
え
れ
ば
疑
問
は
す
べ
て
解
消
す
る
。

し
か
し
当
時
の
私
に
は
、
あ
ま
り
に
も
突
飛
な
説
に
思
わ
れ
た
。
師
の
見
解
は

見
解
と
し
て
承
り
、
論
文
の
方
は
先
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ
で
と
ど
め
た
。

そ
れ
か
ら
二
年
後
の
冬
、
私
は
北
京
の
古
籍
館
で
慮
文
招
の
『
国
語
』
校
本

の
調
査
を
行
っ
て
い
た
。
国
家
図
書
館
は
改
修
工
事
中
で
、
善
本
閲
覧
室
は
北

海
公
園
近
く
の
古
籍
館
に
移
転
し
て
い
た
。
原
本
は

一
切
み
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
調
査
に
は
限
界
が
あ
り
、
最
終
日
を
待

た
ず
に
、
や
れ
る
こ
と
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
残
っ
た
時
間
を
無
駄
に
す
る
の

も
惜
し
い
気
が
し
て
、
黄
王
烈
の

『
国
語
』
校
本
の
臨
本
を
申
請
し
た
。
黄
不
一

烈
の
『
国
語
』
校
本
は
真
本
が
現
存
し
て
お
り
、
臨
本
を
み
る
必
要
は
と
く
に

な
か
っ
た
の
だ
が
、

一
応
目
を
通
し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
期
待
は

し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
掘
り
出
し
物
で
あ
っ
た
。
投
影
機
に
映

し
出
さ
れ
た
書
き
入
れ
を
み
て
、
私
は
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
。
静
粛
な
閲
党
室

で
ひ
と
り
笑
い
続
け
た
。

三
年
前
に
閲
覧
し
た
真
本
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
真
本
と
同
じ
詩
礼
堂
本
に
、

文
字
の
配
置
、
艇
の
浪
淡
、
書
体
か
ら
書

風
に
至
る
ま
で
、
真
本
の
書
き
入
れ
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
写
し
取
ら
れ
て
い

る
。
真
本
の
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
も
借
り
て
き
て
、
投
彩
機
を
二
台
並
ぺ
て
比

較
し
た
。
「
昔
の
臨
本
は
複
写
版
で
す
」
と
い
う
師
の

こ
と
ば
が
思
い
出
さ
れ

た
。
段
玉
裁
の
臨
本
に
対
す
る
師
の
見
解
も
、
け
っ
し
て
「
突
飛
な
説
」
で
は

な
い
。
大
い
に
あ
り
う
る
説
だ
と
思
っ
た
。

仮
に
黄
否
烈
の

『
国
語
』
校
本
が
逸
し
て
い
た
ら
、
こ

の
臨
本
を
代
わ
り
に

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
段
玉
裁
の

『
国
語
』
校
本
の
臨
本
も
、
そ
れ
が
た
と

え
臨
本
の
臨
本
で
あ
ろ
う
と
、
真
本
の
代
わ
り
と
し
て
充
分
に
使
う
こ
と
が
で

き
る
。
改
め
て
そ
う
思
っ
た
。
段
玉
裁
の
『
国
語
』
校
本
の
臨
本
は
ほ
か
に
も

存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
物
そ
っ
く
り
の
臨
本
が
複
数
存
在
す
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
や
っ
か
い
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
愉
快
な
こ
と
で
も
あ

る
と
思
う
。

-169-


	91-010段玉裁『国語』校本の謎（私の研究）




