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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
大
陸
か
ら
目
白
へ
〜
学
習
院
の
東
ア
ジ
ア
学
資
料
」
講
演
録

　

第
八
一
回　

東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
五
日
）

　
　

朝
鮮
の
出
版
文
化

藤　

本　

幸　

夫

　

こ
ん
ば
ん
は
。
藤
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

た
だ
い
ま
杉
田
善
弘
所
長
及
び
辻
大
和
さ
ん
か
ら
ご
懇
切
な
る
ご

紹
介
を
賜
り
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
研
究
所
で

は
『
李
朝
実
録
』
を
初
め
、
朝
鮮
学
に
関
す
る
多
く
の
書
籍
を
刊
行

し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
ほ
か
に
ま
た
朝
鮮
総
督
府
関
係
の
録
音

資
料
等
を
購
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
文
字
化
し
て
提
供
し
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
朝
鮮
学
に
非
常
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
し
て
、
私
は
朝
鮮
学
の
片
隅
に
身
を
置
い
て
お
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
常
に
謝
意
と
敬
意
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
そ
の
よ
う

な
、
私
が
常
に
敬
意
を
抱
い
て
お
り
ま
す
こ
の
大
学
で
、
こ
の
よ
う

な
機
会
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
大
変
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
朝
鮮
語
学
と
朝
鮮
文
献
学
が
専
攻
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
富
山

大
学
に
昭
和
五
十
三
年
に
朝
鮮
語
・
朝
鮮
文
学
科
と
い
う
の
が
で
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
国
立
大
学
で
初
め
て
で
き
た
講
座
で
、
現
在
も
た

だ
一
つ
の
講
座
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
朝
鮮
語
を
教
え
て
参
り
ま

し
た
が
、
他
方
で
は
日
本
に
あ
る
朝
鮮
の
文
献
を
調
べ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
四
十
余
年
過
ぎ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
に
は
朝
鮮
半
島
全

体
、
今
は
北
朝
鮮
と
韓
国
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
ち
ら
に
も

な
い
よ
う
な
本
が
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。

　

現
存
の
理
由
は
、
豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
に
侵
略
し
た
時
に
、
配
下
の

武
将
達
が
将
来
し
た
こ
と
、
そ
の
後
江
戸
時
代
は
対
馬
を
通
じ
て
の

入
手
、
そ
し
て
大
部
分
を
占
め
ま
す
の
は
、
朝
鮮
が
開
国
し
た
後
日

本
人
の
学
者
等
が
購
入
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
個

人
に
よ
っ
て
様
々
で
す
け
れ
ど
も
、
古
い
本
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
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人
は
、
随
分
貴
重
な
本
を
購
入
し
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
敗
戦
に

か
か
っ
て
、
持
ち
帰
っ
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
は
、
向
こ
う
に
そ
の

本
を
置
い
た
ま
ま
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
非
常
に
残
念
な
こ
と
で

し
た
が
、
敗
戦
も
間
近
に
な
っ
て
来
ま
す
と
、
帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
、

物
を
も
送
れ
な
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。
戦
前
に
帰
国
さ
れ
た
方
々

は
持
ち
帰
っ
て
お
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
大
変
貴
重
な
本
も
た
く
さ
ん

ご
ざ
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
、
或
い
は
統
一
新
羅
の
頃
、
日

本
で
は
奈
良
時
代
を
中
心
と
し
た
頃
に
、
多
量
の
仏
書
な
ど
が
流
入

し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
皆
無
に

等
し
い
状
態
で
す
。
新
羅
の
僧
の
著
書
が
幾
度
も
書
き
写
さ
れ
て
伝

わ
り
、
現
存
す
る
の
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
ら
が
江
戸
時
代
に
木
版

で
印
刷
さ
れ
、
現
在
に
伝
わ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
現
在
の
韓
国
、

北
朝
鮮
に
は
古
代
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
日
本

で
探
し
出
そ
う
と
、
近
年
韓
国
か
ら
多
く
の
研
究
者
が
来
て
お
り
ま

す
。
僧
名
は
中
国
僧
・
朝
鮮
僧
・
日
本
僧
の
区
別
が
難
し
く
、
国
籍

不
明
の
著
者
が
多
く
お
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
古
代
朝
鮮
僧
の
著
書

を
探
し
出
そ
う
と
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
私
の
四
十
余
年

の
経
験
を
基
に
い
た
し
ま
し
て
、
朝
鮮
の
出
版
文
化
に
つ
い
て
簡
単

に
ご
紹
介
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

周
知
の
如
く
古
代
は
中
国
を
中
心
に
文
字
文
化
が
発
展
し
て
参
り

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
東
ア
ジ
ア
の
文
字
文
化
を
考
え
る
上
で
、
朝
鮮

は
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
残
念
な
が
ら

朝
鮮
古
資
料
の
伝
存
は
、
日
本
に
比
べ
遥
か
に
乏
し
い
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。日
本
は
中
国
文
化
の
溜
り
場
で
、古
い
も
の
が
次
々
に
伝
わ
っ

て
層
を
成
し
、
朝
鮮
は
そ
の
通
り
道
み
た
い
な
も
の
だ
、
と
よ
く
言

わ
れ
ま
す
。日
本
の
ほ
う
が
寛
容
、寛
大
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ

う
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
受
け
入
れ
て
、
そ
の
ま
ま
に
保
つ
た
め
、

様
々
な
種
類
の
も
の
が
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
朝
鮮
の
方
は
日
本
に

比
べ
ま
す
と
、
単
純
明
快
で
、
許
容
度
が
低
い
と
言
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

新
羅
時
代
は
日
本
の
奈
良
時
代
の
よ
う
に
、
様
々
な
宗
派
の
仏
教

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
一
四
世
紀
末
か
ら
始
ま
る
朝
鮮
王
朝
に
な
り

ま
す
と
、
殆
ど
禅
宗
一
筋
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
禅
宗
で
は
不
立
文

字
、
つ
ま
り
坐
し
て
悟
る
の
で
あ
っ
て
、
文
字
は
要
ら
な
い
な
ど
と

申
し
ま
す
。
こ
れ
は
極
端
な
話
で
、
実
際
は
禅
宗
で
も
い
ろ
い
ろ
語

録
と
か
文
集
な
ど
が
出
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
日
本
で
は
現
在
も
続

く
天
台
宗
や
真
言
宗
で
は
教
理
を
研
究
す
る
た
め
、
多
量
の
仏
典
を

必
要
と
し
、
ま
た
産
出
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
で
は
特
に
天
台
宗
や

真
言
宗
の
お
寺
に
、
仏
典
を
中
心
と
す
る
古
資
料
が
多
く
保
た
れ
て

お
り
ま
す
。

　

又
朝
鮮
で
は
高
麗
末
に
朱
子
学
が
伝
来
し
ま
す
と
、四
書
五
経
は
、

新
注
、
つ
ま
り
朱
子
の
解
釈
に
従
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
前
の
解

釈
、
す
な
わ
ち
旧
注
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
日
本
で
は
朱
子

の
注
釈
も
受
け
入
れ
、
江
戸
時
代
に
は
徳
川
幕
府
の
官
学
に
な
り
ま

し
た
が
、
他
方
京
都
の
貴
族
で
は
旧
注
を
保
ち
、
ま
た
陽
明
学
も
行
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わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
重
層
的
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
残
っ
て

い
る
と
い
う
の
が
、
日
本
文
化
の
大
き
な
特
徴
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

近
年
韓
国
で
は
古
文
献
、
古
資
料
を
発
掘
し
よ
う
と
い
う
、
こ
れ

は
一
つ
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
も
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

自
分
た
ち
は
非
常
に
優
れ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
、
そ
れ
で
そ
れ
ら

を
発
掘
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
、
国
家
的
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
大
学
や
研
究
所
が
国
か
ら
五
年
等
と
い
う
期
限
付
き
で
研
究

費
を
受
け
、
日
本
や
欧
米
に
行
っ
て
調
査
研
究
し
、
写
真
を
撮
っ
て

解
題
を
つ
け
る
な
ど
の
作
業
が
次
々
と
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
韓
国
は

Ｉ
Ｔ
化
が
随
分
進
ん
で
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
画
像
化

さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
韓
国
で
は
近
年
地
方
自
治
体
が
資
料
館
な
ど
を
設
置
し
て
い

ま
す
。
例
え
ば
慶
尚
道
は
そ
の
昔
新
羅
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
多
く

の
学
者
を
輩
出
し
、
多
量
の
書
籍
を
出
版
し
て
来
た
所
で
す
。
現
在

も
多
数
の
旧
家
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
様
々
な
資
料
が
保
存
さ
れ
て
い

る
の
で
、
資
料
館
で
は
そ
れ
を
預
か
り
、
そ
の
代
わ
り
に
目
録
を
作

成
し
、
又
展
示
会
を
し
ま
す
。
韓
国
で
は
家
柄
を
非
常
に
重
視
し
ま

す
の
で
、
そ
の
資
料
が
展
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
お
宅
に

と
っ
て
も
光
栄
な
も
の
で
す
か
ら
、
進
ん
で
資
料
の
提
供
が
行
わ
れ

る
と
聞
き
ま
す
。
ま
た
旧
家
に
保
存
さ
れ
て
き
た
、
先
祖
の
文
集
な

ど
を
出
版
し
た
時
の
版
木
も
、
同
様
に
寄
託
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
営
為
の
中
か
ら
、
貴
重
な
資
料
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

例
え
ば
最
近
『
至
正
條
格
』
と
い
う
元
代
の
法
律
の
本
が
、
完
全

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
国
で
は
既
に
失

わ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
『
老
乞
大
』
と
い
う
本
も
発
見
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
十
五
世
紀
の
初
め
に
朝
鮮
で
使
わ
れ
ま
し
た
中
国
語
を

学
ぶ
た
め
の
、
通
訳
官
用
の
教
科
書
で
ご
ざ
い
ま
す
。
朝
鮮
人
が
中

国
に
行
っ
た
時
に
通
訳
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
通
訳
を
養
成

す
る
司
訳
院
で
使
う
教
科
書
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
『
老
乞

大
』
は
元
代
の
口
語
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
中
国
語
学
の
見
地
か

ら
も
貴
重
な
資
料
と
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
ま
た
『
金
蔵
論
』
と
い
う
高
麗
本
も
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
。『
金
蔵
論
』
は
中
国
北
朝
末
期
の
六
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
仏

教
の
因
縁
譚
を
集
め
た
も
の
で
、
日
本
に
は
奈
良
時
代
に
齎
来
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
確
認
で
き
ま
す
が
、
院
政
期
の
興
福
寺
写

本
が
一
巻
伝
わ
る
だ
け
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
敦
煌
か
ら
写
本
残
簡
が

確
認
さ
れ
、
更
に
高
麗
木
版
本
の
出
現
に
至
り
ま
し
た
。
高
麗
本
は

巻
一
至
四
で
、
巻
一
に
目
録
が
収
録
さ
れ
て
い
た
た
め
、
初
め
て
全

体
の
構
成
が
判
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
本
は
『
今
昔
物
語
』

の
出
典
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
文
学
に
と
っ
て
も
貴
重
な
資
料

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
本
は
、
単
に
朝
鮮
文

化
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
、
中
国
に
も
非
常
に
関
わ
り

を
持
ち
、
貢
献
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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一　

新
羅
木
版
印
刷
本
『
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
』

　

前
に
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
朝
鮮
に
は
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅

の
三
国
が
あ
り
、そ
の
う
ち
の
新
羅
が
唐
と
同
盟
を
結
ん
で
高
句
麗
、

百
済
を
滅
ぼ
し
、統
一
新
羅
（
六
七
七
～
九
三
五
）
と
な
り
ま
し
た
。

ま
だ
こ
の
時
代
は
一
般
的
に
は
写
本
の
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
中
国

で
も
写
本
が
中
心
で
し
た
。
中
国
で
は
仏
像
や
暦
を
印
刷
す
る
こ
と

は
多
少
は
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
主
流
は
写
本
で
し
た
。
新
羅

も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、お
手
元
の
資
料
に
あ
る『
無

垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
』
と
い
う
お
経
一
巻
は
、
新
羅
の
木
版
本
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
慶
州
仏
国
寺
の
釈
迦
塔
か
ら
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
一
九
六
六
年
九
月
三
日
に
盗
賊
が
塔
を
ジ
ャ
ッ
キ
で
動
か

し
、
塔
中
に
納
入
さ
れ
た
宝
物
を
盗
も
う
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し

完
全
に
動
か
し
切
ら
ず
、
翌
朝
お
坊
さ
ん
が
見
ま
す
と
塔
が
傾
い
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
文
化
財
管
理
局
に
通
報
い
た
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
ソ
ウ
ル
か
ら
文
化
財
関
係
の
役
人
や
学
者
が
や
っ
て
来
て
、
十

月
十
三
日
に
こ
の
塔
を
解
体
し
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
中
か
ら
金
銅

製
の
箱
や
仏
舎
利
等
、
様
様
な
納
入
品
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
上

記
の
『
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
』
一
巻
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
虫
損
が
あ
り
、
前
部
数
行
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後

は
比
較
的
よ
く
保
た
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
巻
物
で
す
の
で
、
そ
の

お
経
は
高
さ
六
、五
糎
、
横
六
四
七
糎
で
、
紙
を
十
四
枚
張
り
継
い

だ
も
の
で
し
た
。

　

た
だ
、
そ
れ
が
何
時
入
塔
さ
れ
た
か
判
り
ま
せ
ん
。
仏
国
寺
は

七
五
一
年
に
創
建
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
時
に
は
当
然
塔
も

で
き
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
七
五
一
年
以
前
に
納
入
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
経
は
唐
の
則
天
武
后
の
末
年
（
七
〇
四
）
に

覩
貨
羅
人
釈
弥
陀
山
に
よ
っ
て
、
梵
文
か
ら
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
写
本
又
は
木
版
本
が
新
羅
に
齎
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
木
版

印
刷
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
刻
版
の
時
期
は
七
〇
四

至
七
五
一
年
、
つ
ま
り
八
世
紀
前
半
に
あ
る
と
看
做
し
得
ま
す
。
ま

た
本
経
と
共
に
発
見
さ
れ
た
考
古
学
的
遺
品
も
、
八
世
紀
前
半
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
唐
で
刊
行
さ
れ
た
木
版
本
の
本
経
が
、
新
羅

に
齎
さ
れ
て
納
塔
さ
れ
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
経

に
は
楮
紙
、
即
ち
コ
ウ
ゾ
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
新
羅
で
は
楮
紙
を

使
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
新
羅
の
僅
か
な
現
存
写
経
か
ら
も
確
認
さ

れ
ま
す
。
唐
で
は
楮
紙
の
使
用
例
は
少
な
く
、
本
経
を
新
羅
の
印
刷

物
と
考
え
る
可
能
性
が
強
ま
り
ま
す
。

　

日
本
を
代
表
す
る
書
誌
学
者
に
川
瀬
一
馬
先
生
と
い
う
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
り
、
私
は
一
九
八
二
年
に
お
供
し
て
ソ
ウ
ル
で
本
経
を
拝

見
し
ま
し
た
が
、
川
瀬
先
生
は
本
経
を
八
世
紀
の
も
の
と
見
做
し
て

も
よ
か
ろ
う
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
た
だ
後
に
唐
の
木
版
本
で
あ

ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
そ
の
際
破
損
部
の
裏
打
ち
補
修

の
た
め
に
、
御
所
蔵
の
古
代
紙
を
提
供
し
得
る
と
申
し
出
ら
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
話
は
結
局
見
送
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
日
本
の
業
者
が

補
修
に
当
り
ま
し
た
。
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と
こ
ろ
が
二
〇
〇
七
年
十
月
二
九
日
付
『
朝
鮮
日
報
』
に
よ
り
ま

す
と
、
一
九
六
六
年
に
納
入
物
が
発
見
さ
れ
た
時
、
墨
書
の
塊
も
出

て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
後
国
立
中
央
博
物
館
で
保
管
さ
れ
て

来
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
同
館
で
墨
書
の
調
査
を
始
め

ま
し
た
と
こ
ろ
、「
釈
迦
塔
を
高
麗
時
代
に
修
復
し
た
」
と
い
う
記

録
が
出
て
き
た
の
で
、
研
究
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
云
い
ま

す
。
そ
れ
は
『
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
』
が
新
羅
の
印
刷
物
で
あ
る

と
い
う
信
憑
性
に
関
わ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
後
こ
の
事
実
が
言
論
界

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
や
、
本
格
的
な
文
書
判
読
作
業
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。
文
書
は
幾
重
に
も
折
畳
ん
で
あ
り
、
折
り
目
が
殆
ど
切
れ
て

い
る
た
め
、
元
の
続
き
具
合
が
判
り
ま
せ
ん
。
研
究
者
が
そ
れ
を
克

服
し
て
判
読
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
大

ま
か
に
述
べ
ま
す
と
、
高
麗
顕
宗
十
五
年
（
一
〇
二
四
）
に
塔
を
解

体
修
理
し
た
時
、
新
羅
時
に
入
れ
た
『
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
』
一

巻
が
出
て
来
、
そ
れ
を
再
び
納
塔
し
ま
し
た
。
そ
の
十
四
年
後
の
靖

宗
四
年
（
一
〇
三
八
）
に
大
地
震
が
起
こ
り
、
再
び
修
理
を
施
し
ま

し
た
が
、
そ
の
時
あ
る
僧
が
同
経
一
巻
を
新
た
に
入
れ
た
と
い
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
六
年
の
発
見
時
に
は
、『
無
垢
浄
光
大
陀
羅

尼
経
』
が
一
巻
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
す
る
と
、
現
在
国

宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
『
無
垢
浄
光
大
陀
羅
尼
経
』
は
、
新
羅
の
印

刷
物
な
の
か
、
高
麗
の
印
刷
物
な
の
か
と
い
う
、
大
問
題
が
浮
上
し

て
き
ま
す
。
現
在
韓
国
の
学
会
で
は
新
羅
の
木
版
印
刷
物
と
看
做
し

て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
新
羅
の
写
経
で
す
が
、
現
在
韓
国
に
伝
存
す
る
の
は
十

点
以
内
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
は
奈
良
時
代
末
以
前
の
写
本
が
数
千

点
伝
わ
り
ま
す
。
仏
教
は
百
済
を
経
て
伝
え
ら
れ
、
ま
た
種
々
の
文

化
も
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
か
ら
齎
さ
れ
た
た
め
、
当
然
仏
書
も
多

く
流
入
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
日
本
伝
存
の
古
写
本
、
そ
の
多
く
は

写
経
で
す
が
、
そ
の
中
に
は
古
代
朝
鮮
の
写
経
が
混
在
す
る
に
違
い

な
い
と
思
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
識
別
は
困
難
で
し
た
。
日
本
の

写
経
に
は
本
文
末
に
奥
書
の
記
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、

朝
鮮
で
は
奥
書
が
殆
ど
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
朝
鮮
全
時
代
を

通
じ
て
、
写
本
の
み
な
ら
ず
書
籍
で
も
同
様
で
す
。

　

近
年
に
至
っ
て
、
新
羅
写
経
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が

出
現
し
ま
し
た
。
山
本
信
吉
氏
に
よ
れ
ば
、
正
倉
院
所
蔵
『
大
方
広

仏
華
厳
経
』
巻
七
十
二
至
八
十
は
、
新
羅
写
経
で
あ
ろ
う
と
云
い
ま

す
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
こ
の
経
は
縮
約
経
で
あ
る
こ
と
、
界
線
が

無
い
こ
と
、
ま
た
一
行
十
七
字
と
い
う
形
式
を
守
っ
て
い
な
い
こ
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
典
は
聖
典
で
す
の
で
、
勝
手
に
縮

め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
一
行
十
七
字
と
い

う
の
は
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
に
共
通
す
る
写
経
上
の
約
束
事
で
す
。

こ
れ
ら
は
日
本
で
は
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
朝
鮮
に
は
縮
約
経

が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
更
に
決
定
的
な
事
実
が
出
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
小
林
芳
規
教
授
の
発
見
に
係
り
ま
す
が
、
東
大
寺
所

蔵
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
巻
十
二
至
二
十
は
、
正
倉
院
所
蔵
本
と
僚

巻
で
す
が
、
本
文
右
傍
に
角
筆
で
日
本
の
送
り
仮
名
に
当
る
文
字
が



東洋文化研究 16 号　　244

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
処
格
に
「
良
」
字
の
草
書
体
、
所
有
格

に
「
叱
」
字
の
旁
で
あ
る
「
匕
」
字
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
新
羅
時
代
に
用
い
ら
れ
た
文
字
遣
い
で
、
日
本
の
訓
読
で
は
用

い
ら
れ
ま
せ
ん
。
従
っ
て
角
筆
で
読
み
を
付
し
た
新
羅
写
経
『
大
方

広
仏
華
厳
経
』
が
、
奈
良
に
齎
来
さ
れ
た
と
考
え
て
も
良
い
と
思
わ

れ
ま
す
。
角
筆
と
は
、
象
牙
や
木
製
の
箸
状
の
先
の
尖
っ
た
筆
記
具

で
、
料
紙
に
窪
み
を
つ
け
て
文
字
や
オ
コ
ト
点
を
記
し
ま
す
。
小
林

教
授
は
角
筆
研
究
の
権
威
で
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
か
ら
角
筆
資
料

を
発
見
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

二　

高
麗
時
代
の
出
版
文
化

　
（
一
）
木
版
印
刷

　

高
麗
時
代
（
九
一
八
―
一
三
九
二
）
に
な
り
ま
す
と
、
中
国
は
も

と
よ
り
、高
麗
で
も
本
格
的
に
木
版
印
刷
の
時
期
に
な
っ
て
き
ま
す
。

印
刷
形
態
は
、
中
央
及
び
地
方
の
役
所
で
の
刊
行
の
官
版
、
寺
で
の

刊
行
の
寺
刹
版
、
或
い
は
個
人
の
家
で
の
刊
行
の
私
家
版
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
出
版
さ
れ
た
書
籍
の
一
部
の
書
名
が
伝
わ
る
だ

け
で
、
書
籍
自
体
は
残
念
な
が
ら
殆
ど
伝
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

　

現
在
高
麗
の
木
版
本
で
比
較
的
多
く
伝
存
す
る
の
は
、
官
版
の
大

蔵
経
で
す
。
大
蔵
経
に
は
初
彫
及
び
再
彫
の
二
度
に
亙
る
刊
行
が
あ

り
ま
す
。
初
彫
大
蔵
経
は
、
一
〇
一
一
年
に
契
丹
が
来
寇
し
た
時
、

そ
の
退
却
を
祈
願
し
て
彫
ら
れ
た
五
千
巻
を
超
え
る
大
部
な
も
の

で
す
。
こ
の
版
木
は
永
ら
く
符
印
寺
に
蔵
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

一
二
三
一
年
の
蒙
古
襲
来
時
に
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
前
回
と
同
じ
く
大
蔵
経
の
彫
刻
を
試
み
て
、
一
二
三
六
年
か
ら

一
二
五
一
年
に
か
け
て
刻
し
ま
し
た
が
、こ
れ
が
再
彫
大
蔵
経
で
す
。

後
者
は
版
木
が
今
も
韓
国
の
海
印
寺
に
伝
わ
り
ま
す
。
初
彫
大
蔵
経

は
現
在
一
部
分
の
み
が
伝
わ
り
ま
す
が
、
韓
国
に
僅
か
、
日
本
に
よ

り
多
く
伝
存
し
ま
す
。
再
彫
大
蔵
経
は
日
本
に
完
本
が
数
蔵
伝
わ
っ

て
い
ま
す
が
、
韓
国
に
は
不
完
全
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

初
彫
大
蔵
経
と
再
彫
大
蔵
経
の
間
に
、
續
蔵
経
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
高
麗
の
王
子
で
僧
と
な
っ
た
大
覚
国
師
義
天
が
、
仏

典
の
注
釈
を
中
国
及
び
朝
鮮
か
ら
蒐
集
編
纂
し
た
も
の
で
す
が
、
現

在
は
殆
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
こ
れ
を
も
と
に
し
て
、
必

要
な
仏
典
を
木
版
印
刷
し
て
い
ま
す
。
義
天
は
日
本
に
も
書
簡
を

送
っ
て
、
日
本
僧
の
注
釈
書
を
求
め
て
い
ま
す
が
、
実
現
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

高
麗
時
代
は
上
述
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
木
版
印
刷
が
中
心
の
時

代
で
し
た
。
写
本
も
当
然
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
世
界
的
に
見
て

も
特
徴
的
な
こ
と
は
、金
属
活
字
印
刷
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

私
ど
も
は
学
生
時
代
金
属
活
字
印
刷
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
の
グ
ー

テ
ン
ベ
ル
ク
が
一
四
四
〇
年
代
に
始
め
た
と
習
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
朝
鮮
で
は
そ
れ
よ
り
二
百
五
十
年
ほ
ど
前
に
、
既
に
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
近
高
麗
の
旧
都
開
城
か

ら
活
字
の
実
物
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
高
麗
金
属
活
字
印
刷

に
つ
い
て
お
話
申
し
ま
す
。
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（
二
）
金
属
活
字
印
刷

　

活
字
印
刷
に
つ
い
て
は
宋
人
沈
括
『
夢
渓
筆
談
』
に
、
畢
昇
な
る

人
物
が
慶
暦
年
間
（
一
〇
四
一
～
一
〇
四
八
）
に
「
膠
泥
」
を
用
い

て
活
字
を
作
り
、
鉄
板
の
上
に
敷
き
詰
め
て
印
刷
し
た
と
い
う
記
述

が
あ
り
ま
す
。「
膠
泥
」
が
何
を
指
す
の
か
、
明
白
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
粘
土
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
元
人

王
禎
は
そ
の
著
『
農
書
』（
一
三
一
三
）
で
陶
活
字
・
錫
活
字
・
木

活
字
に
つ
い
て
触
れ
、
自
身
が
作
ら
せ
た
六
万
余
の
木
活
字
で
一
ヶ

月
足
ら
ず
で
『
旌
徳
県
志
』
一
〇
〇
部
を
完
成
し
た
と
記
し
て
い
ま

す
。
ま
た
敦
煌
か
ら
は
十
四
世
紀
初
頭
の
ウ
イ
グ
ル
文
字
木
活
字
も

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
高
麗
金
属
活
字
印
刷
に
つ
い
て
で
す
が
、『
古
今
詳
定
礼

文
』
の
序
文
に
「
鋳
字
で
二
十
八
部
」
を
印
刷
し
た
と
い
う
記
録
が

あ
り
ま
す
。「
鋳
字
」
と
は
、「
鋳
造
し
た
文
字
」、
即
ち
金
属
活
字

を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
本
は
序
文
か
ら
、
高
麗
が
蒙
古
軍
の

侵
略
に
よ
っ
て
首
都
開
城
か
ら
江
華
島
に
遷
都
し
た
一
二
三
二
年
か

ら
、
序
文
の
撰
者
李
奎
報
の
死
亡
し
た
一
二
四
一
年
の
間
頃
に
刊
行

さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。従
来
は
こ
の
記
録
に
よ
っ
て
、

十
三
世
紀
の
前
半
に
高
麗
で
金
属
活
字
印
刷
が
行
わ
れ
て
い
た
と
、

認
識
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
七
二
年
パ
リ
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
か

ら
、
高
麗
金
属
活
字
本
『
白
雲
和
尚
抄
録
佛
祖
直
指
心
體
要
節
』
巻

下
の
一
冊
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
書
の
巻
末
に
「
宣
光
七
年
丁

巳
七
月　

日　

清
州
牧
外
興
德
寺
鑄
字
印
施
」と
い
う
刊
記
が
あ
り
、

宣
光
七
年
丁
巳
（
一
三
七
七
）
七
月
に
清
州
牧
の
外
に
あ
る
興
徳
寺

で
、
鋳
字
、
つ
ま
り
金
属
活
字
で
印
刷
し
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
こ

れ
は
現
存
す
る
金
属
活
字
印
刷
物
と
し
て
、
世
界
最
古
の
も
の
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
活
字
本
で
あ
る
こ
と
は
、
印
刷
面
か

ら
も
見
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
先
ず
文
字
面
に
一
字
単
位
で
ま
だ
ら
に
濃
淡
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
活
字
の
高
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
生
じ
る
現
象
で
す
。ま
た
文
字
の
傾
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
文
字
間
に
空
間
が
あ
り
、
上
下
の
文
字
が
噛
み
合
う
こ
と
は

現存世界最古高麗金属活字本『白雲和尚抄録佛祖
直指心體要節』巻下第 39 張表（1377 年 7 月刊）
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基
本
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
活
字
に
は
大
小
二
種
類
の
活
字
が

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
大
字
で
書
か
れ
て
い
る
本
文
の
中
に
、
理

由
も
無
く
小
字
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
入
れ
る
べ
き
大
字
が

見
つ
か
ら
な
い
た
め
に
、
小
字
で
代
用
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

版
心
に
「
直
指　

幾
」
の
よ
う
に
、
省
略
書
名
と
張
次
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
部
分
も
活
字
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
末
張
の
版

心
部
の
「
指
」
字
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
印
刷
中
に
抜
け
落
ち
、

印
刷
者
は
そ
れ
に
気
付
か
な
か
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

は
印
刷
面
が
活
字
印
刷
で
あ
る
こ
と
を
示
す
特
徴
で
す
。
ま
た
印
刷

方
法
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
こ
と
が
、
印
刷
面
か
ら
判
り
ま
す
。
そ

れ
は
上
に
述
べ
た
版
心
の
書
名
「
直
指
」
の
「
指
」
字
に
二
種
類
の

字
体
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
交
互
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
こ
の
印
刷
に
用
い
ら
れ
た
、
活
字
を
配
列
す
る
た
め
の
植
字
版

が
、
二
版
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
こ
れ
は
西
洋
の
活

字
印
刷
を
描
い
た
絵
を
見
て
も
、
一
方
で
は
植
字
版
の
上
に
紙
を
充

て
て
印
刷
し
て
お
り
、他
方
で
は
植
字
版
に
文
字
を
植
え
て
い
ま
す
。

但
し
植
字
版
は
必
ず
し
も
二
面
を
用
い
る
と
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、

早
く
刷
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
多
く
の
植
字
版
を
用
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

　

ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
に
『
南
明
泉
和
尚
頌
證
道
歌
』（
略
称
『
證
道
歌
』）

が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
高
麗
時
代
の
木
版
本
の
後
刷
り
と
さ
れ
ま

す
が
、
本
書
は
本
文
末
の
刋
語
に
寄
れ
ば
、
こ
の
書
の
失
伝
を
懼
れ

て
、
一
二
三
九
年
に
刻
手
を
募
っ
て
鋳
字
本
を
重
ね
て
彫
し
た
と
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
『
證
道
歌
』
に
は
元
来
鋳
字
本
、
即
ち
金
属
活
字

本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
一
二
三
九
年
に
こ
れ
を
覆
刻
し

た
の
で
す
。
も
と
の
金
属
活
字
本
が
何
時
出
版
さ
れ
た
か
は
判
り
ま

せ
ん
が
、
恐
ら
く
二
十
～
三
十
年
前
と
考
え
て
も
良
か
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
木
版
本
『
證
道
歌
』
の
印
刷
面
を
見
ま
す
と
、
文
字

間
に
空
間
が
あ
り
、
上
下
の
文
字
が
噛
み
合
わ
ず
、
ま
た
文
字
の
歪

み
も
確
認
さ
れ
て
、
覆
刻
の
元
に
な
っ
た
書
が
活
字
本
で
あ
っ
た
こ

と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
二
〇
〇
四
年
に
こ
の
『
證
道
歌
』
の
印
刷
に
用
い
ら
れ

た
銅
活
字
が
、
旧
都
開
城
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
以
前
に
や
は
り

開
城
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
い
う
銅
活
字
二
字
が
知
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
は
一
五
〇
余
字
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
韓
国
の
南
権
煕

教
授
に
よ
れ
ば
、『
證
道
歌
』
の
文
字
と
此
度
発
見
さ
れ
た
銅
活
字

と
を
比
較
対
照
し
た
結
果
、
新
発
見
の
活
字
が
『
證
道
歌
』
を
印
刷

し
た
活
字
と
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
新
発
見
の
活
字
は
三
種
類
に
分
け

ら
れ
ま
す
が
、
第
一
・
二
種
は
墨
が
付
着
し
て
い
る
の
で
使
用
さ
れ

て
い
た
も
の
、
第
三
種
は
墨
の
付
着
が
な
く
、
未
使
用
の
も
の
で

す
。
第
一
・
二
種
の
形
態
は
、
共
に
裏
面
が
円
状
に
窪
ん
で
い
ま
す

が
、第
一
種
は
活
字
の
左
右
側
面
の
下
部
が
左
右
に
突
出
し
て
お
り
、

第
二
種
は
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
第
三
種
も
裏
面
は
円
状
に
窪
ん
で

い
ま
す
が
、
四
隅
に
脚
が
あ
っ
て
、
活
字
を
支
え
て
い
ま
す
。
付
着

し
た
墨
を
韓
国
及
び
日
本
の
研
究
機
関
に
依
頼
し
て
、
放
射
性
炭
素

年
代
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
十
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
の
も
の
と
い
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う
結
果
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
は
活
字
本
『
證
道
歌
』
の
刊
行
年
代
と

ほ
ぼ
合
致
し
ま
す
。
こ
の
当
時
の
金
属
活
字
印
刷
部
数
は
、
恐
ら
く

三
十
乃
至
五
十
部
程
度
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

三　

朝
鮮
時
代
の
出
版
文
化

　
（
一
）
木
版
印
刷

　

朝
鮮
王
朝
（
一
三
九
二
～
一
九
一
〇
）
も
や
は
り
木
版
印
刷
が
中

心
で
ご
ざ
い
ま
す
。
印
刷
書
が
少
な
い
た
め
入
手
で
き
な
い
、
或
い

は
貧
し
い
た
め
に
購
入
で
き
な
い
人
は
、
や
は
り
写
本
を
行
っ
て
お

り
ま
し
た
。
朝
鮮
が
活
字
の
国
だ
と
い
う
の
は
、
中
国
や
日
本
で
は

活
字
印
刷
が
少
な
い
た
め
、
非
常
に
良
く
目
立
つ
か
ら
で
す
。
ま
た

文
化
・
学
芸
の
中
心
と
な
る
出
版
書
が
、
中
央
政
府
で
活
字
を
持
っ

て
印
刷
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
ま
す
。
朝
鮮

で
嘗
て
出
版
さ
れ
た
書
籍
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
活
字
本
は
一
パ
ー
セ

ン
ト
に
も
満
た
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

印
刷
形
態
は
、
中
央
及
び
地
方
の
役
所
で
の
刊
行
の
官
版
、
寺
で

の
刊
行
の
寺
刹
版
、
個
人
の
家
で
の
刊
行
の
私
家
版
、
碩
学
を
奉
祀

し
た
書
院
、営
利
出
版
を
す
る
書
肆
等
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
家
版
は
高
麗
時
代
に
比
べ
る
と
、
遥
か
に
多
く
な
り
ま
す
。
特
に

十
七
世
紀
以
降
に
は
増
加
し
ま
す
が
、
一
族
内
に
配
る
の
が
中
心
で

あ
る
た
め
、
出
版
部
数
も
五
十
～
百
部
程
度
で
、
出
版
部
数
が
少
な

い
時
に
は
木
活
字
の
ほ
う
が
安
価
な
の
で
、
木
活
字
印
刷
が
盛
ん
に

な
り
ま
す
。
ま
た
一
族
の
系
譜
で
あ
る
族
譜
の
出
版
も
盛
ん
に
な
り

ま
す
が
、
出
版
部
数
が
少
な
い
た
め
殆
ど
木
活
字
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
書
院
は
碩
学
が
講
学
し
た
所
で
す
が
、
そ
の
碩
学
の
没
後
は

学
統
を
継
承
す
る
弟
子
達
が
講
学
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

の
学
統
に
属
す
る
人
々
の
著
書
や
経
学
書
等
を
刊
行
し
ま
し
た
。
ま

た
書
肆
は
十
七
世
紀
か
ら
見
ら
れ
ま
す
が
、
中
国
や
日
本
に
比
べ
る

と
極
め
て
低
調
で
し
た
。
そ
れ
は
書
籍
を
購
入
し
得
る
階
層
が
殆
ど

い
な
か
っ
た
た
め
で
す
。

　
『
攷
事
撮
要
』（
一
五
七
六
）
と
い
う
書
の
巻
末
に
、
ソ
ウ
ル
の
水

標
橋
の
近
辺
に
住
む
河
漢
水
な
る
人
物
が
、
こ
の
書
を
刻
し
た
の
で

買
い
た
い
者
は
尋
ね
来
た
れ
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
柳
希
春
と
い
う

高
官
が
お
り
、
書
籍
を
好
ん
で
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
蒐
集
に
努
め
て
い

ま
し
た
し
、
ま
た
政
府
の
書
籍
を
刊
行
す
る
校
書
館
の
副
長
官
で
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
人
物
の
『
眉
巌
日
記
草
』
と
い
う
日
記
に
は
、

書
籍
に
関
す
る
記
述
が
極
め
て
多
い
の
で
す
が
、
書
肆
に
関
す
る
記

録
は
全
く
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
上
述
の
河
漢
水
に
も
全
く
言
及
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
て
、
書
肆
が
あ
っ
た
と

は
考
え
が
た
い
の
で
す
。

　

書
籍
を
必
要
と
す
る
の
は
、
全
人
口
か
ら
す
る
と
数
パ
ー
セ
ン
ト

に
過
ぎ
な
い
ヤ
ン
バ
ン
（
両
班
）
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
で
し
た
。
書

肆
が
な
い
か
わ
り
に
、
地
方
の
官
衙
や
書
院
に
版
木
が
あ
り
、
そ
こ

に
依
頼
し
て
印
刷
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
上
記
『
攷
事
撮
要
』
は
ヤ

ン
バ
ン
が
心
得
る
べ
き
事
柄
を
記
し
た
書
で
す
が
、
そ
こ
に
は
何
処

に
何
書
の
版
木
が
あ
る
か
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
級
官
僚
の
場
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合
は
、
地
方
に
赴
任
し
て
い
る
友
人
に
依
頼
し
て
印
刷
の
上
、
送
っ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
（
二
）
金
属
活
字
印
刷

　

朝
鮮
王
朝
で
は
、
ソ
ウ
ル
の
政
府
出
版
機
関
で
あ
る
校
書
館
、
後

に
は
奎
章
閣
等
で
、
多
く
の
書
籍
を
出
版
し
ま
し
た
。
木
版
印
刷
や

木
活
字
印
刷
も
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
高
麗
王
朝
の
伝
統
を
引
い
て
金

属
活
字
印
刷
が
盛
ん
で
し
た
。
金
属
活
字
は
銅
活
字
が
中
心
で
、
そ

の
他
に
鉄
活
字
・
鉛
活
字
・
真
鍮
活
字
も
あ
り
ま
し
た
。
朝
鮮
王
朝

最
初
の
金
属
活
字
は
癸
未
字
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
鋳
造
さ
れ
た
年

（
一
四
〇
三
）
の
干
支
か
ら
来
て
い
ま
す
。
活
字
の
名
称
は
、
一
般

に
鋳
造
さ
れ
た
年
の
干
支
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
そ
う

で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
金
属
活
字
が
三
十
余
種
も
出
て
い
ま
す

が
、
何
故
こ
の
よ
う
に
多
種
な
の
か
、
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
癸
未
字
の
場
合
に
は
、
一
行
に
入
る
字
数
が
二
十
字
で

あ
っ
た
り
二
十
一
字
で
あ
っ
た
り
し
、
活
字
の
大
き
さ
に
む
ら
が
あ

る
た
め
鋳
潰
さ
れ
、
庚
子
字
（
一
四
二
〇
）
が
鋳
造
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
字
も
小
さ
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
鋳
潰
さ
れ
、
甲
寅
字

（
一
四
三
四
）
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
字
体
が
よ
い
た
め
幾
度

も
作
り
直
さ
れ
て
、
朝
鮮
王
朝
末
ま
で
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は

紙
が
貴
重
で
し
た
の
で
、
大
部
の
書
を
印
刷
す
る
時
の
た
め
に
、
や

や
小
ぶ
り
の
甲
辰
字
（
一
四
八
四
）
を
作
り
ま
し
た
。
大
抵
の
活
字

は
双
行
の
註
を
入
れ
る
た
め
に
、
縦
・
横
二
分
の
一
の
小
字
も
作
り

ま
し
た
。
こ
の
甲
辰
字
の
場
合
に
は
註
用
の
小
字
、
更
に
そ
の
註
用

の
縦
・
横
二
分
の
一
の
小
字
を
も
作
り
ま
し
た
。
鋳
造
技
術
の
高
さ

が
見
て
取
れ
ま
す
。

　

銅
は
朝
鮮
で
は
産
出
せ
ず
、
十
五
世
紀
に
は
日
本
か
ら
輸
入
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
銅
は
高
価
で
、
活
字
が
盗
ま
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
金
属
活
字
は
部
分
的
に
破
損
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
活
字
が
な
く
な
る
と
、
臨
時
に
そ
の
場
で
木
活
字
を
作
っ
て
嵌

め
込
ん
だ
り
し
ま
す
。
な
く
な
っ
た
活
字
が
だ
ん
だ
ん
増
え
て
木
活

字
で
補
っ
て
い
ま
す
と
、
印
刷
面
が
汚
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
す

る
と
部
分
的
な
鋳
造
、
や
が
て
は
全
面
的
に
鋳
造
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
活
字
を
鋳
造
す
る
の
は
鋳
字
所
で
、
出
版
す
る
の
は
校
書
館

が
中
心
で
し
た
。
医
学
書
は
内
医
院
、
暦
書
は
観
象
監
、
通
訳
者
用

の
教
科
書
は
司
訳
院
な
ど
の
官
衙
で
出
版
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
十
八
世
紀
後
半
の
正
祖
時
か
ら
は
、
校
書
館
の
代
わ
り
に
奎
章

閣
で
出
版
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

金
属
活
字
印
刷
の
部
数
は
大
体
百
部
ほ
ど
で
す
。
百
部
の
内
、
国

王
・
中
央
や
地
方
の
官
衙
・
図
書
館
・
政
府
の
刊
行
書
を
保
存
し
て

い
る
四
ヶ
所
の
史
庫
な
ど
に
送
り
、
そ
の
他
の
七
十
～
八
十
部
は
臣

下
に
与
え
ま
す
。
出
版
書
ご
と
に
、
内
容
に
応
じ
て
与
え
る
臣
下
を

定
め
ま
す
。
国
王
か
ら
与
え
ら
れ
た
書
を
内
賜
本
又
は
宣
賜
本
と
い

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
臣
下
に
と
っ
て
大
変
名
誉
な
こ
と
で
す
。
高
級

官
僚
は
大
抵
毎
回
刊
行
書
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
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二
十
年
高
級
官
僚
と
し
て
立
朝
歴
の
あ
る
人
は
、
三
百
か
ら
四
百
部

ほ
ど
は
賜
っ
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
現
在
そ
れ
ら
を
完
全
に
保
存
し

て
い
る
旧
家
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
内
賜
本
に
は
、
第
一
冊
の
前
表
紙
の
裏
に
、
何
時
・
誰
に
・

何
書
を
与
え
る
と
い
う
墨
記
（
内
賜
記
）
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
子

孫
が
生
活
に
困
窮
し
た
り
し
て
内
賜
本
を
手
放
す
場
合
に
は
、
先
祖

の
名
に
傷
が
つ
か
ぬ
よ
う
に
こ
の
内
賜
記
を
切
除
し
て
し
ま
い
ま

す
。
或
い
は
先
祖
の
名
前
だ
け
を
切
り
取
る
か
、
墨
で
塗
り
つ
ぶ
し

ま
す
。
朝
鮮
本
は
、
特
に
中
央
や
地
方
の
官
衙
で
の
刊
行
書
で
は
、

殆
ど
刊
行
の
年
を
書
き
ま
せ
ん
。
従
っ
て
朝
鮮
本
の
刊
行
年
代
を
知

る
の
は
、
甚
だ
困
難
を
伴
い
ま
す
。
そ
の
点
内
賜
記
は
刊
行
年
を
知

る
第
一
級
の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
校
書
館
な

ど
で
出
版
さ
れ
た
書
は
、
直
ち
に
内
賜
さ
れ
る
た
め
、
内
賜
記
に
記

さ
れ
た
年
月
の
直
前
に
刊
行
さ
れ
た
と
判
る
か
ら
で
す
。

　

終
わ
り
に
木
版
本
と
金
属
活
字
本
の
違
い
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。

先
ず
木
版
本
の
場
合
は
、
木
版
を
作
る
た
め
に
山
へ
行
っ
て
木
を
伐

採
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
を
版
木
の
大
き
さ
に
整
え
、

一
年
ほ
ど
陰
干
し
に
し
て
水
分
を
抜
い
た
り
し
ま
す
。
版
木
の
両
端

に
、
版
木
の
厚
さ
よ
り
も
厚
い
持
ち
手
を
つ
け
ま
す
。
こ
れ
は
版
木

を
扱
う
時
に
必
要
で
、
ま
た
版
木
を
重
ね
た
時
に
文
字
面
と
文
字
面

が
当
っ
て
破
損
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
も
っ
と
も
版
木
は

不
要
に
な
っ
た
古
い
版
木
を
再
利
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
そ
の

場
合
、
以
前
の
不
要
に
な
っ
た
文
字
面
を
削
り
取
り
、
そ
こ
に
文
字

を
彫
れ
ば
い
い
の
で
す
。
本
に
な
っ
た
状
態
を
予
想
し
て
、
原
稿
紙

に
行
数
・
字
数
を
定
め
て
、
能
筆
家
が
染
筆
し
ま
す
。
そ
れ
を
版
木

に
裏
返
し
に
貼
り
付
け
て
彫
版
し
ま
す
が
、
刻
版
に
は
随
分
時
間
が

か
か
り
ま
す
。刻
手
に
も
熟
練
工
と
未
熟
工
が
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
っ

て
出
来
上
が
り
が
異
な
っ
て
き
ま
す
が
、
熟
練
工
に
は
手
間
賃
が
多

く
要
り
ま
す
。大
部
な
書
籍
の
版
刻
に
は
刻
手
が
多
く
必
要
で
す
が
、

一
ヶ
所
で
は
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
周
辺
か
ら
呼
び
集

め
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
も
大
変
面
倒
な
こ
と
で
す
。
木
版
の
保
存
に

は
広
い
空
間
が
必
要
で
、
ま
た
虫
や
湿
気
に
留
意
し
て
保
存
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
ソ
ウ
ル
の
校
書
館
な
ど
で
木
版
印
刷
を
す
る
と
、

膨
大
な
版
木
の
収
蔵
庫
が
必
要
と
な
り
、
無
理
な
こ
と
で
す
。
し
か

し
木
版
は
必
要
な
時
に
何
時
で
も
取
り
出
し
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
従
っ
て
、
購
買
層
が
多
く
、
長
年
に
亙
っ
て
需
要
が
見
込

ま
れ
る
時
に
は
木
版
が
有
利
で
す
。
版
木
が
割
れ
た
り
、
欠
損
し
た

り
す
れ
ば
、
そ
の
版
木
だ
け
を
彫
っ
て
補
え
ば
い
い
の
で
す
。
こ
の

よ
う
に
し
て
数
百
年
間
版
木
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

他
方
金
属
活
字
は
、
例
え
ば
銅
活
字
の
場
合
は
材
料
の
銅
が
高
価

な
た
め
に
民
間
な
ど
で
は
購
入
が
難
し
く
、
ま
た
活
字
鋳
造
に
は
高

い
技
術
が
必
要
な
た
め
に
、
民
間
で
は
金
属
活
字
を
作
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
で
す
。
一
頁
に
、
例
え
ば
「
之
」
の
よ
う
な
文
字
は
何
度

も
用
い
ら
れ
る
の
で
、
二
十
個
程
作
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他

の
文
字
も
個
数
は
異
な
っ
て
も
、
複
数
個
準
備
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
一
種
類
の
活
字
に
は
、
十
万
個
ほ
ど
作
り
ま
す
。
し
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か
し
金
属
活
字
は
一
旦
作
っ
て
お
く
と
、
必
要
な
時
に
何
時
で
も
、

比
較
的
簡
単
に
取
り
出
し
て
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
い
っ

て
も
、も
う
一
度
は
じ
め
か
ら
植
字
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

木
版
の
よ
う
に
版
木
を
作
り
、
文
字
を
刻
す
る
の
に
比
べ
る
と
、
遥

か
に
容
易
で
す
。
ま
た
木
版
印
刷
に
比
べ
る
と
、
そ
れ
に
関
係
す
る

人
数
は
少
な
く
て
す
み
ま
す
。
活
字
は
大
箪
笥
の
引
き
出
し
の
中
に

収
蔵
さ
れ
る
の
で
、
保
存
に
広
い
場
所
は
不
要
で
す
。
活
字
印
刷
は

刷
っ
て
い
る
う
ち
に
活
字
が
動
き
、
ま
た
は
ず
れ
た
り
す
る
の
で
、

多
く
刷
ろ
う
と
す
れ
ば
も
う
一
度
植
字
を
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。

一
度
の
植
字
で
は
大
体
百
部
ほ
ど
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
原
因
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
木
版
本
の
よ
う
に
多
量
に
刷
る
の
で
は
な

く
、
小
部
数
を
刷
る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。

　

木
活
字
は
材
料
が
木
で
あ
る
た
め
作
製
に
費
用
も
そ
れ
ほ
ど
か
か

ら
ず
、木
版
を
彫
る
作
業
に
従
事
し
て
い
る
者
な
ら
ば
簡
単
に
作
れ
、

高
度
な
技
術
は
要
り
ま
せ
ん
。
軽
い
た
め
に
持
ち
運
び
に
便
利
で
、

小
部
数
を
短
期
間
に
安
価
で
印
刷
で
き
ま
す
。
十
七
世
紀
以
降
先
祖

の
文
集
や
族
譜
の
出
版
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
が
、
活
字
を
所
有
す
る

農
民
が
農
閑
期
に
木
活
字
を
担
い
で
希
望
者
宅
に
行
き
、
住
み
込
ん

で
数
十
部
を
短
期
間
に
、
し
か
も
安
価
に
作
製
し
ま
し
た
。
木
活
字

は
金
属
活
字
と
木
版
の
中
間
的
存
在
と
い
え
ま
す
。

　

中
国
や
日
本
で
活
字
印
刷
が
主
流
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
購
読

者
層
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
す
。
従
っ
て
民
間
の
書
肆
が
成
立
し
ま

し
た
。
朝
鮮
で
は
購
読
者
層
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
書
肆
は
大
き
く

発
展
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
朝
鮮
で
国
家
的
に
普
及
を
図
る
場
合
は
、

ソ
ウ
ル
の
校
書
館
な
ど
で
校
正
を
厳
密
に
し
、
金
属
活
字
で
印
刷
し

た
書
を
地
方
の
官
衙
に
送
り
、
地
方
の
官
衙
で
は
そ
れ
を
解
体
し
て

版
木
に
貼
り
付
け
て
彫
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
版
木
に
彫
る
た
め

の
原
稿
を
作
る
手
間
は
省
け
、
校
正
の
確
か
な
、
内
容
の
均
一
の
書

が
、
全
国
各
地
で
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
賢
明
な
普
及
法

と
も
い
え
ま
す
。

　　

以
上
で
私
の
朝
鮮
出
版
文
化
に
関
す
る
簡
単
な
お
話
を
終
え
ま
す

が
、
朝
鮮
は
優
れ
た
出
版
文
化
の
伝
統
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
金
属

活
字
印
刷
で
は
、
こ
れ
ま
で
世
界
最
初
と
言
わ
れ
て
来
た
ド
イ
ツ
の

グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
印
刷
よ
り
、
二
百
五
十
年
ほ
ど
前
に
行
わ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
現
存
の
金
属
活
字
印
刷
書
で
も
七
十
年
ほ
ど
先

ん
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
近
年
は
国
を
挙
げ
て
の
古
文
献
の
発
掘
事
業

に
よ
っ
て
、
古
書
の
発
見
も
相
次
い
で
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
の
文
化

研
究
に
は
朝
鮮
に
更
に
多
く
の
目
が
注
が
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま

す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（

了
）


