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江
戸
時
代
の
漢
籍
目
錄

　
　
　
　
　
　

─
─
地
方
外
樣
大
名
支
配
下
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
に
つ
い
て
─
─

高
山　

節
也

は
じ
め
に

　

漢
學
や
漢
詩
文
、
書
畫
骨
董
か
ら
漢
方
醫
學
な
ど
、
中
國
文
化
が
日
本
の
文
化
の
底
邊
に
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
を
、
積
極
的
に
承
認
し
た
最
後

の
段
階
が
江
戸
時
代
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
漢
學
や
漢
文
と
い
う
も
の
が
、
社
會
の
各
階
層
に
普
遍
的
に
行
き
渡
り
、
當
時

の
文
化
の
一
方
を
確
か
に
支
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
恐
ら
く
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
擔
っ
た
階
層
は
、
主
と
し
て
當
時
の

支
配
階
級
で
あ
っ
た
が
故
に
、
漢
學
や
漢
文
は
文
化
的
に
も
政
策
的
に
も
日
本
全
國
に
行
き
渡
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
江
戸
期
の
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
表
れ
て
く
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
時
期
的
な
視
點
、
階
層
的
な
視
點
、
政
策

的
な
視
點
、
地
域
的
な
視
點
な
ど
、
多
樣
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
地
域
的
な
視
點
に
た
っ
て
、
將
軍
の

お
膝
元
で
あ
る
江
戸
を
遙
か
離
れ
た
、
肥
前
佐
賀
を
例
に
と
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
漢
學
研
究
や
敎
育
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
漢
籍

と
い
う
書
籍
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
中
央
で
は
な
く
地
方
の
外
樣
大
名
の
領
域
で
あ
る
佐
賀
藩
に
お
け
る
漢
學
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
量
的
状

況
か
ら
、
質
的
關
わ
り
の
一
端
ま
で
、
ざ
っ
と
概
觀
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
學
受
容
の
日
本
的
あ
り
方
に
つ
い
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て
、
新
た
な
認
識
を
得
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
に
他
な
ら
な
い
。

　

特
定
の
地
域
に
お
け
る
文
化
現
象
の
量
的
把
握
と
し
て
は
、
そ
の
成
果
の
蓄
積
を
確
認
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
成
果
を
得
る
た
め
の
土
臺
と

な
っ
た
現
象
や
物
的
証
據
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
漢
籍
は
そ
の
土
臺
の
な
か
で
も
最
も
顯
著
に
、
地
域
々
々
の
文
化
事
象
を
代
表
す

る
物
的
証
據
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
漢
籍
を
量
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
ど
れ
ほ
ど
の
漢
籍
が
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
状

況
の
な
か
で
蓄
積
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
に
直
結
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
ず
現
在
ど
れ
ほ
ど
の
漢
籍
が
特
定
の
藩
支
配
の
領
域
に
殘
さ
れ
て

い
る
か
の
調
査
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
質
的
關
わ
り
を
知
る
こ
と
は
、
漢
籍
を
資
料
と
し
て
扱
う
場
合
、
そ
の
受
容
の
樣
態
を
知
る
こ
と
が
も
っ
と
も
簡
明
な
方
法
で
あ
る
と
考

え
る
。
受
容
の
樣
態
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
漢
籍
が
蓄
積
さ
れ
た
か
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
當
時
の
支
配
階
層
や
知
識
人
が

扱
っ
た
か
を
知
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
地
域
文
化
の
表
層
的
状
況
に
對
す
る
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

漢
籍
の
扱
い
の
典
型
的
事
例
と
し
て
、
當
時
作
ら
れ
た
漢
籍
目
錄
の
記
述
の
あ
り
か
た
、
な
か
で
も
そ
の
分
類
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、

當
時
の
漢
籍
受
容
の
樣
態
を
知
る
捷
徑
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
國
に
お
け
る
漢
籍
分
類
つ
ま
り
四
部
分
類
が
、
獨
自
の
價
値
體
系
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
分
類
法
を
繼
承
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
變
更
す
る
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
江
戸
期
と
い
う
時
間
的
素

因
と
特
定
の
地
域
と
い
う
地
域
的
素
因
か
ら
な
る
、
中
國
的
價
値
體
系
へ
の
評
價
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
日
本
的
漢
學
受
容
の
あ
り

方
の
一
端
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

望
む
べ
き
は
、
庶
民
階
層
に
お
け
る
文
化
事
象
の
な
か
に
、
漢
籍
や
漢
學
の
影
響
が
ど
の
よ
う
に
定
着
し
て
い
る
か
、
ま
で
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
筆
者
に
は
そ
こ
ま
で
の
資
料
は
な
い
。
ま
た
江
戸
幕
府
や
當
時
の
著
名
な
漢
學
者
で
は
な
く
、
地
方
の
外
樣
大
名
の
支

配
領
域
を
考
察
の
對
象
に
選
ん
だ
の
は
、
中
國
の
文
化
受
容
の
樣
態
と
し
て
、
中
國
的
な
る
も
の
に
中
央
に
較
べ
て
な
お
直
結
し
に
く
い
環
境
こ

そ
が
、
本
考
察
の
目
的
に
は
よ
り
適
合
し
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
佐
賀
藩
を
檢
討
の
對
象
に
選
ん
だ
の
は
、
後
に
も
觸
れ
る
よ
う

に
、
藩
政
期
の
佐
賀
に
お
け
る
支
配
構
造
に
關
わ
っ
て
、
多
く
の
學
校
と
そ
れ
に
付
隨
し
た
文
庫
が
あ
り
、
組
織
的
な
漢
籍
の
蓄
積
が
組
織
單
位
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と
し
て
多
樣
に
現
存
す
る
こ
と
で
、
比
較
檢
討
の
資
料
に
惠
ま
れ
て
い
る
と
の
判
斷
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
目
的
・
方
法
に
そ
っ
て
、
本
稿
は
以
下
の
章
段
に
よ
り
記
述
さ
れ
る
。

　

一　

佐
賀
藩
に
お
け
る
學
校
と
漢
籍

　

二　

藩
政
期
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
（
漢
籍
目
錄
と
分
類
の
實
態
）

　
　
（
一
）
小
城
藩
の
場
合

　
　
（
二
）
蓮
池
藩
の
場
合

　
　
（
三
）
本
藩
の
場
合

　

結
語

一　

佐
賀
藩
に
お
け
る
學
校
と
漢
籍

　

鍋
島
本
藩
と
三
支
藩
、
鍋
島
氏
の
御
親
類
と
鍋
島
以
前
の
太
守
で
あ
っ
た
龍
造
寺
氏
系
の
子
孫
を
封
じ
た
御
親
類
同
格
、
さ
ら
に
は
家
老
に
い

た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
入
り
組
ん
だ
支
配
の
領
域
を
持
っ
た
こ
と
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
藩
校
や
邑
學
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
、
佐
賀
藩
の

體
制
、
特
に
文
敎
體
制
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

た
だ
鍋
島
藩
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
一
々
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、『
佐
賀
藩
の
總
合
研
究
』
正
續
の
よ
う
な
、
す
で
に
先
行
す
る

研
究
が
あ
る
（
１
）。
た
だ
そ
の
内
容
は
史
學
の
必
然
で
あ
ろ
う
か
、
支
配
構
造
や
經
濟
的
狀
況
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
、
必
ず
し
も
文
敎
體
制
や
文
化

史
的
方
向
性
か
ら
の
檢
討
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
一
方
敎
育
史
の
觀
點
か
ら
、
藩
校
や
郷
學
に
お
け
る
敎
育
の
實
態
、
た
と
え
ば
敎
科
の
内
容
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や
敎
育
課
程
な
ど
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
や
は
り
そ
の
專
家
に
よ
る
業
績
が
存
在
す
る
（
２
）。
ま
た
そ
れ
ら
の
研
究
の
基
礎
資
料
と
な
る
『
日
本
敎
育

史
資
料（
３
）』

や
『
佐
賀
縣
教
育
史（
４
）』

の
よ
う
な
も
の
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
原
資
料
と
も
い
え
る
明
治
初
年
に
お
け
る
『
舊
藩
學
校
調
べ
』
の
よ
う

な
生
の
資
料
も
あ
る
が
、
本
稿
で
述
べ
よ
う
と
す
る
、
漢
籍
の
實
態
や
受
容
の
樣
態
に
つ
い
て
は
、『
舊
藩
學
校
調
べ
』
に
各
學
校
の
舊
藏
書
目

が
一
部
附
さ
れ
て
い
る
程
度
で
、
事
實
上
ほ
と
ん
ど
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
對
象
が
漢
籍
と
い
う
、
現
狀
で
は
も
は

や
な
じ
み
の
薄
い
文
獻
で
あ
る
こ
と
に
關
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
一
般
の
圖
書
館
で
す
ら
漢
籍
を
敬
遠
す
る
實
情
の
な
か
で
は
、
無
理
か

ら
ぬ
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
類
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
國
學
や
漢
文
學
、
あ
る
い
は
漢
籍
書
誌
學
等
の
專
家
に
そ
の
責
任
が

問
わ
れ
る
の
も
致
し
方
な
い
現
狀
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
點
に
鑑
み
て
、
佐
賀
藩
の
支
配
構
造
と
學
校
や
文
敎
體
制
に
つ
い
は
、
お
お
む
ね
參
考
文
獻
の
紹
介
を
も
っ
て
責
め
を
果
た
す
こ
と

と
し
、
本
章
に
お
い
て
は
資
料
１
及
び
２
の
表
に
沿
っ
て
、
各
藏
書
單
位
に
つ
い
て
の
概
略
的
な
説
明
と
、
藏
書
狀
況
の
全
體
的
展
望
を
得
る
に

止
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

參
考
に
供
す
る
表
は
以
下
の
二
點
で
あ
る
。

　

資�

料
１
「
佐
賀
藩
の
體
制
と
文
敎
」　

こ
れ
は
藩
政
期
の
佐
賀
の
支
配
構
造
と
、
そ
れ
に
付
隨
し
た
藩
校
・
郷
學
等
の
狀
況
、
そ
れ
か
ら
そ
こ

で
利
用
さ
れ
蓄
積
さ
れ
た
漢
籍
の
現
存
す
る
組
織
・
機
關
に
つ
い
て
、
一
覽
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

資�

料
２
「
各
文
庫
に
お
け
る
漢
籍
」　

こ
れ
は
各
文
庫
に
現
存
す
る
漢
籍
の
量
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
四
部
分
類
各
部
の
點
數
、
さ
ら
に
關

連
す
る
藏
書
印
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
參
考
と
し
て
朝
鮮
漢
文
及
び
準
漢
籍
を
含
む
）。
な
お
表
中
の
數
値
は
す
べ
て
漢
籍
の
點
數
で
、

册
數
で
は
な
い
。
ま
た
本
稿
以
下
の
四
部
比
の
記
載
は
、
存
在
す
る
漢
籍
部
數
（
叢
書
・
朝
鮮
漢
文
・
準
漢
籍
を
除
く
）
に
つ
き
十
の
單
位

を
一
と
し
、
一
の
單
位
は
四
捨
五
入
し
て
表
す
。
た
と
え
ば
經
部
漢
籍
が
一
六
七
點
あ
れ
ば
、
經
部
の
數
値
は
一
七
と
な
る
。

鍋
島
文
庫
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本
藩
の
文
庫
で
あ
る
。
昭
和
三
八
～
九
年
の
兩
年
に
わ
た
っ
て
、
佐
賀
お
よ
び
東
京
の
鍋
島
家
か
ら
佐
賀
縣
立
圖
書
館
に
寄
託
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
た
だ
明
治
七
年
二
月
の
佐
賀
の
役
に
お
け
る
城
内
書
庫
の
燒
失
の
あ
と
、
大
正
三
年
の
鍋
島
氏
に
よ
る
佐
賀
圖
書
館
建
設
に
か
ら
め
て
寄

贈
さ
れ
た
書
籍
が
中
心
で
、
そ
の
他
江
戸
藩
邸
舊
藏
書
や
、
領
内
須
古
の
寶
泉
寺
舊
藏
と
思
わ
れ
る
大
量
の
佛
書
等
を
加
え
て
現
存
の
鍋
島
文
庫

が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
文
庫
の
漢
籍
狀
況
は
、
全
體
と
し
て
は
純
粹
に
江
戸
期
の
收
集
と
し
て
は
扱
え
な
い
。
江
戸
藩
邸
舊
藏

分
に
も
明
治
以
降
の
收
集
書
が
混
入
し
て
い
る
可
能
性
は
高
い
が
、
歴
史
的
資
料
價
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
内
に
主
要
な
も
の
が
多

い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
は
「
永
田
町
／
鍋
島
家
／
藏
書
印
」
が
七
〇
點
に
鈐
印
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
明
代
の
藏
書
家
謝
肇
淛

の
「
謝
在
杭
／
臧
書
印
」、
幕
末
の
文
章
博
士
勘
解
由
小
路
近
光
の
「
勘
解
由
小
／
路
藏
書
」
な
ど
の
印
と
重
複
す
る
も
の
も
あ
り
、
來
歴
の
良

い
貴
重
本
は
こ
こ
に
集
中
し
て
い
る
と
い
え
る
。
江
戸
藩
邸
分
は
こ
れ
ら
七
〇
點
に
、
江
戸
の
學
問
所
明
善
堂
の
印
あ
る
も
の
一
三
點
を
も
加
え

た
數
と
な
ろ
う
。
表
に
は
一
應
四
部
の
點
數
を
記
錄
し
て
あ
る
が
、
上
記
の
理
由
に
よ
り
、
江
戸
期
の
漢
籍
目
錄
と
の
脈
絡
を
示
唆
す
る
資
料
と

し
て
の
信
頼
度
は
低
い
。

　

な
お
本
藩
の
漢
籍
收
藏
狀
況
に
つ
い
て
は
鍋
島
文
庫
中
に
各
種
の
書
籍
目
錄
が
あ
り
、
な
か
で
も
一
千
點
を
超
え
る
漢
籍
著
錄
の
あ
る
『
芸
暉

閣
經
籍
志
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
予
定
で
あ
る
。

弘
道
館
舊
藏
書
（
鍋
島
本
藩
所
屬
）

　

寶
永
五
年
に
鬼
丸
聖
堂
内
に
設
け
た
學
問
所
が
、
藩
校
弘
道
館
の
前
身
で
あ
る
。
天
明
元
年
松
原
小
路
に
創
立
、
そ
の
後
變
革
を
經
て
天
保
一

〇
年
北
堀
端
に
移
築
、
維
新
後
は
變
則
中
學
・
佐
賀
中
學
か
ら
現
在
の
佐
賀
西
高
校
に
變
貌
す
る
過
程
で
、
弘
道
館
舊
藏
書
も
逐
次
管
理
繼
承
さ

れ
て
い
た
も
の
で
、
平
成
三
年
に
縣
立
圖
書
館
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
内
に
は
樣
々
な
理
由
に
よ
り
鍋
島
本
家
藏
書
に
混
入
し
た
も
の
も
多

く
、
そ
の
ま
ま
佐
賀
圖
書
館
の
設
立
時
に
そ
れ
に
移
管
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
た
だ
藩
校
の
藏
書
印
「
弘
道
／
館
藏
／
書
印
」「
弘
道
館
／
臧
書

印
」（
二
種
）
が
鈐
印
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
本
來
の
弘
道
館
藏
書
數
を
お
お
む
ね
復
元
で
き
る
の
で
あ
る
。
表
に
よ
る
數
値
四
五

一
點
は
、
現
鍋
島
文
庫
中
の
同
印
鈐
印
本
を
加
え
た
數
値
で
あ
る
。
四
部
比
は
13
・
16
・
８
・
５
と
な
り
、
集
部
が
全
體
の
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
か



日本漢文学研究５

— 84 —

な
り
低
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
集
書
の
傾
向
に
一
部
合
致
す
る
狀
況
で
あ
る
が
、
史
部
が
突
出
し
て
い
る
の
は
異
質

で
あ
る
。
な
お
『
日
本
敎
育
史
資
料
』
に
は
、
弘
道
館
關
係
の
書
籍
收
藏
狀
況
の
記
錄
は
な
い
。

小
城
文
庫

　

小
城
藩
は
鍋
島
藩
三
支
藩
の
一
で
、
鍋
島
勝
茂
長
子
元
茂
を
藩
祖
と
す
る
。
藩
校
と
し
て
は
、
天
明
七
年
鍋
島
直
員
に
よ
る
學
寮
の
創
建
に
始

ま
り
、
寬
政
の
初
め
直
愈
に
よ
っ
て
興
讓
館
と
命
名
さ
れ
た
。
小
城
藩
の
舊
藏
書
は
現
小
城
文
庫
と
し
て
、
佐
賀
大
學
圖
書
館
に
收
藏
さ
れ
て
い

る
が
、
舊
藏
書
の
實
態
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
明
治
五
年
の
目
錄
が
國
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
あ
り
、
現
藏
三
二
五
點
の
ほ
ぼ
倍

に
當
た
る
約
六
百
點
の
漢
籍
を
著
錄
す
る
。
現
藏
漢
籍
中
藩
校
興
讓
館
の
藏
書
印
「
荻
府
／
學
校
」「
荻
學
／
藏
書
」
等
の
鈐
印
さ
れ
る
も
の
が

一
七
六
點
で
、
ほ
ぼ
半
數
に
あ
た
る
。
た
だ
藩
主
系
統
の
印
や
個
人
印
も
多
く
、
學
校
以
外
の
收
集
本
も
無
視
で
き
な
い
。『
日
本
敎
育
史
資

料
』
の
藏
書
種
類
部
數
の
項
目
に
は
、「
維
新
前
後
ノ
改
革
ニ
因
リ
或
ハ
散
佚
シ
或
ハ
簿
書
ヲ
失
シ
今
之
ヲ
詳
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
あ
る
。

現
内
閣
文
庫
に
收
藏
さ
れ
る
明
治
初
年
の
目
錄
を
參
照
し
て
い
な
い
と
し
か
思
え
な
い
が
、
當
時
紛
失
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
存
漢
籍
の
四

部
比
は
、
お
よ
そ
12
・
７
・
８
・
６
と
な
る
。
經
史
子
集
の
こ
の
比
率
に
は
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
も
の
の
、
以
下
に
み
る
各
文
庫
の
比
率
も
、

お
お
む
ね
高
低
々
々
の
波
形
を
描
く
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
零
本
な
が
ら
元
版
や
明
代
古
活
字
本
な
ど
が
あ
る
。

蓮
池
文
庫

　

蓮
池
藩
は
三
支
藩
の
一
つ
で
、
勝
茂
三
男
直
澄
を
祖
と
す
る
。
藩
校
成
章
館
は
安
永
二
年
師
範
役
栗
原
嘉
十
仰
せ
付
け
を
濫
觴
と
し
、
そ
の
後

天
明
四
年
に
成
章
館
の
名
稱
を
得
て
學
規
等
も
整
え
ら
れ
た
。
た
だ
現
存
漢
籍
二
七
〇
點
中
「
成
章
／
館
／
藏
書
」
印
を
鈐
印
す
る
も
の
は
七
點

の
み
で
少
な
く
、
藩
主
鍋
島
直
與
の
印
「
鳴
琴
／
堂
圖
／
書
章
」
が
四
四
點
に
み
え
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
個
人
收
集
の
文
獻
が
多
い
藏
書
と

い
え
よ
う
。
現
在
佐
賀
縣
立
圖
書
館
に
收
藏
さ
れ
る
。
現
存
漢
籍
の
比
率
と
し
て
は
、
子
部
が
半
數
近
い
量
を
も
つ
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
必
ず
し
も
江
戸
期
の
狀
況
そ
の
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
現
存
漢
籍
の
四
部
比
は
、
４
・
３
・
12
・
６
と
な

る
。
一
方
『
日
本
敎
育
史
資
料
』
に
お
け
る
藏
書
の
種
類
部
數
の
項
目
で
は
、
經
書
一
九
二
部
、
歴
史
二
八
六
部
、
諸
子
六
三
部
、
詩
文
集
五
五
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部
と
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
い
う
部
數
が
本
稿
の
點
數
と
同
義
で
あ
る
と
し
て
、
總
數
五
九
六
部
は
現
漢
籍
の
ほ
ぼ
倍
に
あ
た
る
。
こ
の
數
値
は

古
文
書
に
記
載
さ
れ
る
藩
政
期
の
漢
籍
在
庫
目
錄
と
比
較
す
る
に
、『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
六
三
五
點
よ
り
少
な
く
、
さ
ら
に
『
鳴
琴
堂
續
藏

書
目
錄
』
に
み
え
る
約
五
〇
點
の
漢
籍
を
加
え
れ
ば
、
そ
の
差
は
な
お
擴
大
す
る
。
一
應
四
部
の
分
類
を
意
識
し
た
記
載
で
あ
り
、
さ
ら
に
國
史

や
神
典
・
歌
書
を
別
立
て
し
て
は
い
て
も
、
た
と
え
ば
日
本
漢
文
と
し
て
の
『
日
本
外
史
』
の
よ
う
な
も
の
や
、
い
わ
ゆ
る
準
漢
籍
類
を
な
お
含

め
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
日
本
漢
詩
文
の
項
目
立
て
が
な
く
、
詩
文
集
中
に
そ
れ
が
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
具
體
的
書
籍
名
の

表
示
が
な
い
か
ぎ
り
正
確
な
漢
籍
の
狀
況
把
握
は
や
は
り
困
難
で
あ
る
。　

　

ま
た
現
存
漢
籍
中
に
學
校
印
が
少
な
い
の
は
、
實
際
に
藩
校
に
そ
れ
し
か
漢
籍
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
藩
校
と
藩
主
の
關
係
は
予
想
以

上
に
緊
密
で
、
兩
者
の
間
に
貸
し
借
り
の
あ
っ
た
事
例
は
別
文
庫
の
古
文
書
等
に
多
々
あ
る
こ
と
で
、
鹿
島
・
諫
早
・
武
雄
の
文
獻
な
ど
に
は
貸

借
の
付
箋
の
つ
い
た
目
錄
や
、
貸
借
の
メ
モ
を
の
こ
し
た
目
錄
な
ど
も
あ
る
。『
日
本
敎
育
史
資
料
』
に
お
け
る
藏
書
の
種
類
部
數
は
、
成
章
館

に
お
け
る
藏
書
を
指
し
て
い
る
た
て
ま
え
で
あ
ろ
う
が
、
現
時
點
に
お
い
て
は
、
書
籍
名
の
明
確
な
『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
等
を
資
料
と
し

て
、
當
時
の
藏
書
傾
向
や
目
錄
記
載
の
方
法
等
を
檢
討
す
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。

中
川
文
庫
（
鹿
島
）　

　

支
藩
の
一
つ
鹿
島
藩
の
文
庫
で
あ
る
。
現
佐
賀
縣
鹿
島
市
祐
徳
神
社
管
轄
の
祐
徳
博
物
館
に
寄
託
收
藏
さ
れ
て
い
る
。
漢
籍
總
數
七
七
七
點

（
こ
れ
は
鹿
島
の
儒
者
谷
口
藍
田
や
祐
徳
神
社
の
舊
藏
書
を
減
じ
た
數
で
あ
る
）
中
、
藩
校
印
「
學
館
」「
鹿
州
學
館
」「
弘
文
館
」
鈐
印
の
あ
る

も
の
は
一
八
點
し
か
な
く
、
殆
ど
が
特
定
の
藩
主
關
係
の
收
集
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
善
本
貴
重
本
の
量
も
多
く
、
國
書
の
收
集
と
あ
わ
せ
て
縣

内
有
數
の
文
庫
と
な
っ
て
い
る
。
藩
の
創
立
は
勝
茂
五
男
直
朝
に
よ
り
、
後
に
鹿
島
藩
二
代
直
条
、
四
代
直
郷
な
ど
の
好
學
の
藩
主
を
輩
出
し
た

が
、
特
に
漢
籍
に
關
し
て
は
十
一
代
直
彬
に
よ
る
收
集
も
多
數
に
及
ん
で
い
る
。
漢
籍
中
に
占
め
る
唐
本
の
比
率
も
大
き
く
、
元
版
一
・
明
版
九

五
・
淸
版
一
三
三
（
各
點
數
）
は
藩
文
庫
中
最
大
の
量
を
誇
っ
て
い
る
。
林
羅
山
や
古
賀
精
里
の
手
校
本
も
み
ら
れ
る
。

　

た
だ
藩
校
に
つ
い
て
は
、『
日
本
敎
育
史
資
料
』
等
に
つ
い
て
み
て
も
そ
の
草
創
期
の
實
態
は
不
詳
で
、
七
代
直
彝
の
文
化
二
年
に
德
讓
館
と
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命
名
さ
れ
て
以
後
、
安
政
六
年
直
彬
に
よ
り
弘
文
館
と
改
名
、
明
治
に
い
た
っ
て
鎔
造
館
と
再
度
改
名
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

藏
書
に
つ
い
て
は
記
述
が
無
く
、
學
校
所
在
の
項
に
「
明
治
維
新
ノ
際
校
舍
燒
失
ニ
罹
リ
書
籍
等
過
半
烏
有
ニ
屬
ス
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、

現
存
書
は
ほ
と
ん
ど
が
藩
主
等
の
收
集
本
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
現
存
漢
籍
の
四
部
比
は
15
・
11
・
24
・
16
と
な
る
。
な
お
明
治
初
期
に

お
け
る
書
籍
目
錄
が
福
岡
市
立
博
物
館
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
が
（
５
）、
内
容
は
お
そ
ら
く
長
持
ち
等
の
函
番
號
に
準
據
し
て
お
り
、
漢
籍
國
書
が
混
在

し
て
四
部
分
類
と
し
て
は
明
確
で
は
な
い
。
書
名
か
ら
判
斷
す
る
か
ぎ
り
こ
れ
ら
は
現
存
漢
籍
を
含
ん
で
お
り
、
藩
主
家
等
の
藏
書
目
錄
の
可
能

性
が
高
い
。

東
原
庠
舍
舊
藏
本
（
多
久
）

　

本
藏
書
は
現
在
佐
賀
縣
多
久
市
郷
土
資
料
館
（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
。
多
久
氏
は
龍
造
寺
周
家
の
次
男
長
信
を
家
祖
と
す

る
一
統
で
、
長
信
は
龍
造
寺
家
直
系
の
隆
信
の
弟
で
あ
る
。
鍋
島
家
支
配
の
確
立
の
過
程
で
、
多
久
氏
も
鍋
島
家
の
親
類
同
格
と
し
て
知
行
高
二

一
六
〇
〇
石
の
配
分
を
受
け
て
い
る
（
６
）。
邑
學
東
原
庠
舍
は
多
久
氏
の
支
配
す
る
現
多
久
市
周
邊
領
域
の
學
校
と
し
て
、
第
五
代
茂
文
に
よ
っ
て
元

禄
一
二
年
創
立
さ
れ
た
。
當
初
か
ら
學
寮
と
呼
稱
さ
れ
た
が
、「
寉
山
書
院
」
の
名
も
あ
り
、
藏
書
印
に
こ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
東
原
庠
舍
の
名

は
よ
り
遲
れ
て
流
通
す
る
が
、「
東
原
郷
校
」
の
藏
書
印
が
維
新
以
後
の
も
の
と
す
る
判
斷
に
は
疑
問
の
餘
地
も
あ
ろ
う
か
（
７
）。
學
校
創
立
後
ほ
ぼ

一
旬
に
し
て
聖
堂
の
建
設
も
竣
工
し
、
恭
安
殿
と
呼
稱
し
た
。
茂
文
の
學
問
志
向
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

鍋
島
藩
關
係
文
庫
の
藏
書
と
し
て
は
中
川
文
庫
に
次
ぐ
量
、
漢
籍
五
四
一
點
を
誇
っ
て
い
る
。
そ
の
内
明
版
九
四
點
は
藏
書
比
率
と
し
て
中
川

文
庫
を
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
觸
れ
た
邑
學
東
原
庠
舍
關
係
の
印
二
顆
の
鈐
印
は
二
二
二
點
に
あ
り
、
全
體
の
半
數
弱
を
占
め
る
が
、『
日

本
敎
育
史
資
料
』
に
は
藏
書
構
成
等
の
記
錄
は
な
い
。
四
部
比
は
、
16
・
９
・
11
・
８
で
あ
る
。
貴
重
書
も
多
く
、
中
村
惕
齋
の
舊
藏
書
や
頼
山

陽
の
手
校
本
も
み
ら
れ
る
。
中
村
惕
齋
は
多
久
聖
廟
孔
子
像
の
制
作
者
で
も
あ
る
。

　

多
久
資
料
館
の
古
文
書
中
に
は
、『
御
屋
形
日
記
』『
役
所
日
記
』
な
ど
の
一
級
資
料
が
あ
る
が
、
書
籍
目
錄
の
類
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
、

こ
れ
だ
け
の
漢
籍
蓄
積
を
ど
の
よ
う
に
管
理
・
把
握
し
て
い
た
の
か
、
具
體
的
に
認
識
す
る
資
料
が
な
い
の
は
殘
念
で
あ
る
。
宋
版
逓
修
本
・
嘉
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靖
以
前
の
明
版
・
傳
本
希
な
通
俗
小
説
や
陶
活
字
印
本
等
の
貴
重
本
が
あ
る
。

武
雄
鍋
島
資
料

　

佐
賀
縣
武
雄
市
敎
育
委
員
會
の
管
轄
で
あ
る
。

　

武
雄
の
鍋
島
家
は
、
龍
造
寺
隆
信
の
三
男
、
家
信
の
子
茂
綱
を
家
祖
と
す
る
。
親
類
同
格
の
家
格
で
、
知
行
高
は
二
一
六
〇
〇
石
で
あ
る
。

邑
學
身
敎
館
の
創
立
年
次
は
確
認
で
き
な
い
が
、『
日
本
敎
育
史
資
料
』
沿
革
の
項
に
享
保
中
と
あ
る
の
で
、
お
お
よ
そ
第
四
代
茂
正
の
こ
ろ
に

は
學
校
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
現
存
書
中
に
身
敎
館
を
銘
打
つ
藏
書
印
は
な
い
。
敎
育
史
資
料
に
も
「
明
治
元
年
失
火
セ
シ
ニ
依
リ

總
テ
燒
失
或
ハ
破
本
ト
ナ
ル
」
と
あ
る
。
現
存
藏
書
印
と
し
て
は
、
總
括
印
と
し
て
「
武
縣
庫
籍
」、
個
人
印
と
し
て
は
第
三
代
茂
紀
の
印
あ
る

い
は
「
皆
春
齋
」（
茂
義
）
の
印
が
多
數
確
認
で
き
る
も
の
で
、
概
し
て
私
家
藏
書
の
傾
向
が
強
い
。
本
資
料
が
武
雄
市
に
寄
贈
さ
れ
る
に
あ

た
っ
て
は
、
武
雄
鍋
島
家
の
土
藏
中
か
ら
搬
出
さ
れ
た
と
も
聞
く
。

　

古
文
書
中
に
は
簡
易
な
分
類
を
付
し
た
目
錄
と
し
て
、「
文
久
三
癸
亥
年
／
淨
天
樣
／
御
手
元
御
書
物
帳
／
二
月
御
書
物
方
」
お
よ
び
「
慶
應

元　

茂
昌
公
御
當
世
／
御
藏
書
控
／
乙
丑
七
月
調
子
」
の
二
點
が
あ
る
が
、
一
應
の
四
部
分
類
に
準
據
す
る
も
の
の
國
書
と
の
混
配
も
あ
り
、
今

後
の
檢
討
を
要
す
る
。
た
だ
後
に
述
べ
る
本
藩
目
錄
や
蓮
池
の
目
錄
と
の
共
通
面
も
窺
え
、
無
視
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

現
存
漢
籍
二
八
一
點
中
、
四
部
比
は
９
・
４
・
９
・
１
で
あ
る
。
子
部
醫
家
類
に
明
版
が
集
中
す
る
特
異
な
傾
向
が
あ
る
が
、
文
久
三
年
の
御

書
物
帳
に
は
醫
學
校
書
籍
の
項
目
が
あ
り
、
身
敎
館
と
は
別
に
醫
學
校
が
有
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
８
）。
零
本
な
が
ら
元
版
、
ま
た
傳
存
ま
れ
な
明
版

も
保
存
さ
れ
て
い
る
。

諫
早
文
庫

　

本
藏
書
は
も
と
長
崎
縣
立
圖
書
館
の
收
藏
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
諫
早
市
立
諫
早
圖
書
館
の
收
藏
で
あ
る
。

　

諫
早
家
は
多
久
同
樣
龍
造
寺
系
の
親
類
同
格
で
、
家
祖
は
龍
造
寺
家
門
の
次
男
、
鑑
兼
の
子
家
晴
で
あ
る
。
知
行
高
は
二
六
二
〇
〇
石
で
あ

る
。
邑
學
好
古
館
は
天
明
三
年
諫
早
茂
圖
の
時
創
立
と
い
う
。
た
だ
現
存
書
に
お
い
て
は
、「
好
古
館
／
圖
書
記
」「
好
古
／
館
臧
／
書
記
」
の
鈐
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印
は
四
點
の
み
で
、
書
籍
全
體
と
し
て
は
諫
早
家
の
個
人
收
集
が
中
心
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。『
日
本
敎
育
史
資
料
』
出
版
藏
書
の
項
目
中
に

も
藏
書
等
の
記
錄
は
な
く
、
特
記
す
る
べ
き
事
項
に
乏
し
い
。
た
だ
諫
早
宮
内
少
輔
鳥
道
居
士
に
よ
る
、
明
暦
元
年
刊
の
『
千
手
千
眼
觀
世
音
菩

薩
圓
滿
無
礙
大
悲
心
陀
羅
尼
經
』
の
出
版
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
諫
早
氏
個
人
の
出
版
で
あ
る
の
で
、
敎
育
資
料
に
は
現
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
藩
政
期
の
目
錄
等
古
文
書
に
つ
い
て
は
未
調
査
で
、
今
後
の
檢
討
課
題
で
あ
る
。
現
存
漢
籍
全
三
八
四
點
中
、
四
部
比
は
11
・
３
・
12
・
６

と
な
る
。

神
代
鍋
島
史
料

　

神
代
鍋
島
家
の
家
祖
は
古
く
、
鍋
島
直
茂
の
兄
信
房
を
初
代
と
す
る
。
知
行
高
は
約
五
五
〇
〇
石
で
あ
る
。
そ
の
後
一
一
代
茂
堯
の
時
、
邑
學

鳴
鶴
所
が
創
立
さ
れ
た
。

　

本
史
料
は
、
平
成
七
年
に
神
代
鍋
島
家
よ
り
佐
賀
縣
敎
育
庁
文
化
課
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
内
漢
籍
は
二
一
七
點
で
あ
る
。
學
校
藏
書

を
示
す
「
鳴
鶴
／
所
／
藏
書
」・「
寉
洲
／
精
舍
／
藏
書
」
の
印
が
七
五
點
に
あ
り
、
全
體
に
お
い
て
私
家
收
集
と
學
校
收
集
が
拮
抗
し
て
い
る
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。『
日
本
敎
育
史
資
料
』
に
は
藏
書
構
成
と
し
て
、
四
書
五
經
類
一
五
部
、
諸
歴
史
類
三
五
部
、
皇
國
書
類
二
〇
部
、
諸
雜
書

類
五
〇
部
、
全
一
二
〇
部
が
記
錄
さ
れ
る
が
、
内
譯
は
不
明
で
、
現
存
書
の
約
半
數
を
記
錄
す
る
。
た
だ
こ
こ
に
は
諸
子
や
詩
文
が
部
立
て
さ
れ

ず
、
い
ず
れ
か
に
混
配
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
明
確
な
四
部
比
は
判
明
し
な
い
。
現
存
書
に
よ
れ
ば
、
７
・
４
・
４
・
２
と
な
る
。
な
お
史

料
中
に
は
御
藏
書
方
に
よ
る
「
御
書
籍
目
錄
」
が
一
點
あ
る
が
、
一
番
か
ら
一
八
番
ま
で
と
の
摘
要
が
付
さ
れ
て
お
り
、
函
番
號
に
よ
る
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
四
部
が
混
配
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、
調
査
を
要
す
る
。

　

以
上
が
現
在
漢
籍
の
集
積
と
し
て
殘
る
も
の
の
全
て
で
あ
り
、
そ
の
他
の
不
明
・
散
佚
に
歸
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
當
時
の
目
錄
・
控
え
等

を
博
捜
し
て
檢
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
全
て
後
考
に
待
ち
た
い
。
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二　

藩
政
期
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
（
漢
籍
目
錄
と
分
類
の
實
態
）

　

こ
れ
ま
で
は
現
狀
に
お
け
る
資
料
の
狀
況
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
み
か
ら
近
世
佐
賀
藩
の
文
化
や
漢
學
の
實
態
を
判
斷
す
る
こ
と

は
危
險
で
あ
る
。
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
過
程
で
、
ま
た
第
二
次
大
戰
の
敗
戰
後
の
社
會
變
動
な
ど
、
書
籍
に
お
い
て
の
歴
史
に
か
か
わ
る
災
厄

が
多
々
あ
る
こ
と
は
、
佐
賀
に
お
い
て
も
同
樣
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
以
前
の
狀
況
を
推
測
す
る
た
め
に
は
、
保
存
さ
れ
た
古
文
書
や
當
時

の
目
錄
等
も
同
時
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
當
時
の
文
庫
に
お
け
る
正
確
な
漢
籍
の
收
集
狀
態
や
、
ど
の
よ
う
な
漢
籍
が
失
わ

れ
た
か
が
明
か
と
な
り
、
當
時
の
學
問
や
文
化
の
方
向
性
を
、
よ
り
確
實
に
把
握
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
は
當
時
編
集
さ
れ
た
書
籍
目
錄
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
分
類
の
意
識
が
働
い
て
い
る
か
を
知
れ
ば
、
漢
學
や
中

國
文
化
へ
の
理
解
度
、
あ
る
い
は
そ
の
批
判
的
摂
取
の
方
法
や
日
本
的
な
變
改
の
具
體
的
事
例
を
知
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
資
料
と
し
て
三
種
の
書
籍
目
錄
を
選
擇
し
、
中
國
に
お
け
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
四
種
の
部
目
と
そ
れ
に
從
う
類
目
の
配

列
に
對
し
て
、
こ
れ
ら
の
目
錄
が
ど
の
よ
う
な
分
類
を
行
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
に
お
け
る
漢
籍
受
容
の
一
つ
の
型
の
よ
う
な

も
の
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
選
擇
し
た
目
錄
は
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
の
必
要
条
件
を
滿
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
簡
單
に
い
え
ば
、
書
名
の
イ
ロ
ハ
順
配
列
と
か
、
國
書
も
混
配
す
る
單
な
る
受
け
入
れ
順
や
函
順
の
目
錄
に
よ
っ
て
で
は
、
漢
籍
に

つ
い
て
の
當
時
の
認
識
を
深
く
辿
る
こ
と
は
難
し
い
。
少
な
く
も
漢
籍
の
目
錄
で
あ
る
と
同
時
に
、
な
ん
ら
か
の
分
類
の
意
識
が
表
れ
る
目
錄
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
に
選
擇
さ
れ
た
三
種
の
目
錄
は
、
こ
う
し
た
目
的
に
適
う
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
特
徴
を
示
す
も
の
で
も
あ

る
。
た
だ
こ
の
三
種
以
外
に
も
、
舊
鍋
島
藩
關
係
の
漢
籍
目
錄
で
、
類
似
す
る
傾
向
を
み
せ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
、
煩
雜
を

避
け
る
た
め
も
あ
っ
て
本
稿
で
は
以
下
の
三
種
に
集
約
し
て
檢
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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（
一
）
小
城
藩
『
興
讓
館
所
藏
目
錄
』
の
場
合
（
資
料
３　

江
戸
期
漢
籍
目
錄
に
お
け
る
分
類
①
參
照
）

　

ま
ず
小
城
文
庫
舊
藏
書
に
關
す
る
目
錄
と
し
て
は
、
文
庫
中
の
古
文
書
に
も
數
點
の
目
錄
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
内
閣
文
庫
所
藏
の
『
興
讓
館

所
藏
目
錄　

下
』
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
全
部
で
六
六
〇
點
の
漢
籍
が
著
錄
さ
れ
て
い
る
網
羅
性
と
、
雜
多
な
記
述
に
み
え
な
が
ら
實
際

に
は
大
筋
で
分
類
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
本
目
錄
は
明
治
五
年
に
國
の
調
査
に
對
應
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
末
尾
に
「
右
現

今
所
藏
之
書
圖
取
調
査
出
候
也
／
明
治
五
年
／
壬
申
二
月
／
元
小
城
縣
」
と
あ
り
、
内
務
省
の
原
稿
箋
に
書
寫
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
舊
藩
學
校

の
調
査
に
答
え
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、『
日
本
敎
育
史
資
料
』
に
は
既
述
の
ご
と
く
記
錄
が
な
い
。

　

全
一
册
で
題
簽
に
「
興
讓
館
所
藏
目
錄　

下
」
と
あ
り
、
冒
頭
は
「
元
小
城
縣
／
興
讓
館
所
藏
目
錄
／
國
典
之
部
」
全
一
〇
丁
表
一
行
ま
で
、

次
「
圖
畫
之
部
」
三
乃
至
六
行
、
次
「
洋
籍
之
部
」
八
行
至
一
四
丁
裏
四
行
、
次
「
圖
畫
之
部
」
六
行
、
以
下
「
漢
籍
之
部
」
八
行
至
四
七
丁
表

八
行
、
次
「
圖
畫
之
部
」
一
〇
行
至
裏
八
行
ま
で
。
半
丁
一
〇
行
、
各
行
上
部
に
書
籍
名
、
下
部
に
册
數
。
隨
所
に
不
足
數
・
唐
本
・
奇
本
等
の

注
記
が
あ
る
。
題
簽
に
下
と
あ
り
内
容
と
し
て
全
て
書
册
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
册
で
は
書
籍
以
外
の
什
器
等
も
一
覽
と
し
て
報
告
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
明
治
初
期
か
ら
現
在
ま
で
に
、
約
半
數
近
く
が
失
わ
れ
た
見
當
に
な
ろ
う
。

　

各
部
そ
れ
ぞ
れ
書
名
だ
け
が
羅
列
さ
れ
て
お
り
分
類
も
項
目
立
て
が
な
い
が
、
全
體
の
書
籍
配
列
を
概
觀
す
る
か
ぎ
り
、
漢
籍
に
お
い
て
は
大

略
四
部
の
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
經
史
子
集
の
區
切
り
は
一
切
な
く
、
い
つ
の
間
に
か
別
の
部
に
移
る
よ
う
な
部
分
も

あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
冒
頭
に
『
十
三
經
注
疏
』
二
點
、
つ
づ
い
て
『
四
書
大
全
』
以
下
四
書
類
四
〇
點
（
内
九
經
關
係
一
點
混
）、
次
孝
經
關
係
三
點
、
次
易

經
關
係
一
七
點
、
次
詩
經
關
係
一
〇
點
、
次
書
經
關
係
一
九
點
、
次
禮
關
係
一
三
點
、
次
春
秋
關
係
六
點
、
次
五
經
關
係
三
點
、
次
『
性
理
大

全
』
以
下
宋
學
關
係
三
五
點
（
内
『
經
典
釋
文
』
混
）、
次
春
秋
左
氏
傳
關
係
三
三
點
ま
で
、
お
お
む
ね
經
部
の
書
が
竝
ぶ
。
こ
こ
ま
で
一
四
丁

裏
七
行
か
ら
二
三
丁
裏
十
行
ま
で
で
全
一
八
三
點
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
注
疏
を
置
く
の
は
ま
ま
あ
る
こ
と
で
、
經
學
文
獻
の
網
羅
性
を
重
ん
じ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
次
に
四
書
類
を
置
き
、
次
い
で
孝
經
を
配
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す
る
の
は
、
正
統
な
四
部
分
類
の
順
序
と
し
て
は
異
質
で
あ
る
。『
四
庫
全
書
總
目
』
に
お
い
て
は
、
各
經
書
の
内
容
の
古
さ
の
順
に
、
易
・
書
・

詩
・
禮
・
春
秋
と
竝
び
、
つ
い
で
孝
經
・
五
經
總
義
・
四
書
・
樂
・
小
學
の
順
と
な
る
の
が
一
般
で
あ
る
（
９
）。
以
下
こ
の
分
類
を
中
國
に
お
け
る
正

統
分
類
の
頂
點
と
し
て
、「
四
庫
分
類
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
所
謂
五
經
の
前
に
四
書
や
孝
經
を
置
く
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら

の
文
獻
の
内
實
よ
り
も
、
初
學
童
蒙
に
か
か
わ
る
藩
校
な
ど
の
敎
育
課
程
や
學
生
の
認
知
度
、
あ
る
い
は
本
目
錄
を
編
集
し
た
擔
當
者
の
漢
學
理

解
の
實
態
な
ど
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
の
五
經
部
分
に
つ
い
て
は
易
・
詩
・
書
・
禮
・
春
秋
の
順
と
な
っ
て
お
り
、「
四
庫
分
類
」
の
類
目
と
異
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
六

經
の
諸
説
、
た
と
え
ば
『
莊
子
』
天
運
の
詩
書
禮
樂
易
春
秋
、『
漢
書
』
武
帝
紀
注
の
易
詩
書
春
秋
禮
樂
、『
禮
記
』
經
解
の
詩
書
樂
易
禮
春
秋
な

ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
と
も
合
わ
な
い
。
い
さ
さ
か
杜
撰
な
編
集
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

次
に
五
經
が
位
置
す
る
の
は
問
題
な
し
と
し
て
、
以
下
宋
學
關
係
書
が
三
〇
點
以
上
も
竝
び
、
次
に
『
春
秋
左
氏
傳
』
が
く
る
の
は
大
い
に
問

題
で
あ
る
。
ま
ず
「
四
庫
分
類
」
に
お
い
て
、
性
理
文
獻
は
子
部
儒
家
類
に
配
置
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
本
目
錄
に
お
い
て
五
經
に
次
ぐ
位
置
に
こ

れ
が
あ
れ
ば
、
本
目
錄
に
お
け
る
四
庫
分
類
無
視
の
實
証
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
次
に
左
氏
傳
關
係
が
竝
ぶ
と
な
れ
ば
、
性
理

文
獻
を
も
含
め
て
經
部
と
す
る
認
識
に
よ
る
の
で
あ
る
。『
春
秋
左
氏
傳
』
を
春
秋
類
に
入
れ
ず
、
こ
こ
に
配
置
し
た
こ
と
も
當
然
問
題
で
あ
っ

て
、
さ
ら
に
左
氏
傳
の
あ
と
に
は
春
秋
外
傳
『
國
語
』
を
配
し
、
つ
い
で
『
戰
國
策
』
を
配
し
て
、
史
部
正
史
に
續
け
て
い
く
意
圖
を
讀
め
ば
、

本
目
錄
の
配
列
の
あ
る
種
し
た
た
か
な
意
圖
の
よ
う
な
も
の
が
ほ
の
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
性
理
文
獻
は
、
藩
學
正
統
の
朱
子
學
關

係
書
と
し
て
經
部
に
收
め
た
。
そ
こ
に
は
四
書
・
孝
經
を
五
經
よ
り
も
上
位
に
置
く
意
圖
と
、
共
有
す
る
觀
念
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
次
に
『
春
秋

左
氏
傳
』
を
置
く
の
は
、
な
お
經
部
が
繼
續
し
て
い
る
趣
旨
と
、『
國
語
』『
戰
國
策
』
を
配
し
て
史
部
正
史
に
續
け
て
い
こ
う
と
す
る
、
史
學
へ

の
ス
ム
ー
ス
な
移
行
の
趣
旨
に
よ
る
配
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
『
春
秋
左
氏
傳
』
を
經
學
文
獻
で
あ
り
な
が
ら
史
學
文
獻
と
し

て
の
比
重
を
加
え
た
、
當
時
の
漢
學
や
藩
校
敎
育
の
實
態
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
��

次
い
で
史
部
と
な
る
。
項
目
別
の
標
題
は
な
い
（
以
下
同
樣
）。
正
史
四
八
點
、
次
編
年
關
係
二
六
點
、
次
紀
事
本
末
一
點
、
次
別
史
三
點
・
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雜
史
二
點
、
以
下
編
年
・
載
記
等
雜
編
九
點
と
な
る
。
以
上
二
四
丁
表
一
行
か
ら
二
八
丁
表
九
行
ま
で
、
全
八
九
點
。
正
史
類
の
う
ち
明
南
監
本

と
和
刻
本
史
記
・
漢
書
等
が
五
四
％
、
編
年
二
九
％
で
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
こ
の
部
に
は
他
の
部
か
ら
の
混
配
も
少
な
く
、
特
筆
す
べ
き
事
項

は
な
い
。

　

次
は
子
部
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
か
な
り
混
亂
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
四
庫
分
類
」
子
部
の
分
類
は
、
儒
家
・
兵
家
・
法
家
・
農

家
・
醫
家
・
天
文
算
法
・
術
數
・
藝
術
・
譜
錄
・
雜
家
・
類
書
・
小
説
家
・
釋
家
・
道
家
と
な
る
。
本
目
錄
冒
頭
は
儒
家
類
八
點
、
道
家
類
一
二

點
、
以
下
荀
子
・
列
子
・
管
子
・
墨
子
・
韓
非
子
等
雜
多
な
諸
子
が
竝
び
、
さ
ら
に
儒
家
道
家
に
も
ど
り
、
性
理
數
點
を
經
て
兵
家
類
一
三
點
と

な
る
。
こ
こ
ま
で
が
入
り
交
じ
り
つ
つ
も
お
お
む
ね
諸
子
で
あ
る
。
次
い
で
史
部
政
書
・
史
鈔
・
傳
記
等
を
經
て
天
文
算
法
類
、
再
び
史
部
政
書

類
・
子
部
類
書
類
・
經
部
小
學
類
（
字
書
中
心
）
等
を
經
て
、
醫
家
類
三
〇
點
に
至
る
。
こ
こ
で
は
一
應
類
目
に
從
っ
て
分
類
す
る
意
圖
は
あ
っ

た
も
の
の
、
書
籍
内
容
の
雜
多
さ
に
よ
っ
て
分
類
し
き
れ
な
か
っ
た
樣
子
が
窺
え
る
。

　

た
と
え
ば
『
名
將
譜
』
な
ど
は
子
部
兵
家
類
と
し
て
、
そ
の
次
の
『
聖
武
記
』
は
史
部
紀
事
本
末
類
と
す
る
の
が
本
來
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

『
聖
武
記
』
は
内
容
上
軍
事
的
記
錄
と
し
て
『
名
將
譜
』
と
の
脈
絡
も
無
し
と
は
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
『
歴
代
君
鑑
』
や
『
帝
範
』
等
へ
、
さ
ら
に

は
一
般
の
傳
記
類
に
脈
絡
し
て
い
く
筋
道
を
、
全
く
理
解
で
き
な
い
譯
で
は
な
い
。
か
な
り
強
引
な
解
釋
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
混
沌
と
し

た
分
類
の
曖
昧
さ
の
な
か
に
、
分
類
へ
の
意
圖
は
見
う
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
部
分
は
、
經
部
編
集
に
み
え
た
確
信
的
方

針
に
比
し
て
、
か
な
り
初
歩
的
な
理
解
度
に
よ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
が
、
恐
ら
く
經
學
と
諸
子
學
で
は
一
般
へ
の
浸
透
の
度
合
い
や
、
理
解
認

識
の
度
合
い
が
格
段
に
違
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
狀
況
の
反
映
が
こ
こ
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
八
丁
表
一
〇
行
か
ら

三
八
丁
裏
六
行
ま
で
、
總
數
は
二
〇
七
點
で
あ
る
。

　

集
部
に
關
し
て
は
、「
四
庫
分
類
」
で
は
、
楚
辭
・
別
集
・
總
集
・
詩
文
評
・
詞
曲
の
順
で
あ
る
が
、
本
目
錄
で
は
總
集
を
別
集
の
前
に
置
く

こ
と
、
さ
ら
に
文
集
を
詩
集
の
前
に
置
く
こ
と
等
が
特
徴
で
、
そ
の
他
子
部
類
書
や
、
經
部
小
學
等
が
詩
文
と
の
關
わ
り
で
、
子
部
類
目
と
同
樣

に
あ
る
程
度
の
類
似
性
を
含
み
な
が
ら
混
在
す
る
部
分
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
冒
頭
に
『
文
選
』
關
係
書
が
一
三
點
、
つ
い
で
六
朝
關
係
別
集
、
唐
宋
關
係
別
集
總
集
、『
文
章
軌
範
』
七
點
か
ら
宋
明
清
の
別
集
二
四

點
、
尺
牘
關
係
三
點
、
詩
文
解
讀
の
辭
書
か
ら
『
書
言
故
事
大
全
』
等
の
詩
文
系
類
書
一
〇
點
、『
古
文
眞
寶
』『
三
體
詩
』『
唐
詩
選
』
等
約
二

〇
點
、
唐
代
別
集
一
二
點
か
ら
宋
元
明
清
詩
集
と
續
き
、
最
後
は
再
び
類
書
か
ら
經
部
小
學
（
韻
書
）
に
至
る
。
三
八
丁
裏
七
行
か
ら
四
六
丁
表

八
行
ま
で
、
一
七
二
點
で
あ
る
。

　

子
部
類
目
と
同
樣
に
あ
る
程
度
の
類
似
性
を
含
み
な
が
ら
混
在
す
る
部
分
と
し
て
は
、
詩
別
集
に
續
い
て
、『
圓
機
活
法
』『
詩
學
大
成
』
の
よ

う
な
詩
に
關
す
る
類
書
を
引
き
、
さ
ら
に
『
太
平
御
覽
』『
淵
鑑
類
函
』
等
の
類
書
か
ら
韻
學
關
係
の
類
書
『
佩
文
韻
府
』
や
『
古
今
韻
會
擧

要
』
へ
續
く
脈
絡
等
が
擧
げ
ら
れ
る
。

　

最
後
に
圖
畫
之
部
全
九
點
が
あ
る
が
、
こ
の
部
は
國
典
・
洋
籍
各
部
に
も
付
隨
す
る
も
の
で
、
こ
こ
は
漢
籍
に
お
け
る
圖
畫
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
四
庫
分
類
」
で
は
子
部
藝
術
類
は
も
と
よ
り
、
史
部
地
理
類
や
傳
記
類
等
に
配
置
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。

本
目
錄
の
編
集
の
き
っ
か
け
が
外
部
か
ら
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
奧
書
と
原
稿
箋
の
版
心
に
よ
っ
て
も
明
か
で
、
時
間
を
限
ら

れ
て
性
急
に
編
集
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
四
部
分
類
を
認
知
し
て
い
る
人
物
に
よ
っ
て
、
經
部
の
配
置
問
題
も
含
め
て
、

意
圖
的
に
配
置
轉
換
し
て
い
る
可
能
性
の
窺
え
る
目
錄
で
あ
る
。
特
に
經
部
に
お
い
て
は
、
四
書
・
孝
經
を
易
の
前
に
置
く
こ
と
や
、
性
理
文
獻

を
左
傳
や
歴
史
書
の
前
に
置
く
こ
と
な
ど
、
四
書
・
孝
經
を
個
々
の
經
學
文
獻
よ
り
も
重
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
性
理
文
獻
の
一
部
を
經

に
含
め
る
、
あ
る
い
は
經
に
近
づ
け
る
こ
と
と
併
せ
て
、
當
時
の
學
問
の
體
質
や
、
朱
子
學
・
宋
學
重
視
の
傾
向
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ

せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
史
子
集
各
部
に
お
い
て
は
、
經
部
ほ
ど
の
明
確
な
編
集
意
圖
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
特
に
子
部
の
混
亂
し
た
狀
況

と
、
集
部
の
他
部
へ
の
擴
大
傾
向
に
つ
い
て
は
、
一
應
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
經
部
を
も
含
め
た
こ
れ
ら
の
傾
向
に

つ
い
て
は
、
他
の
目
錄
の
内
容
と
の
比
較
に
よ
っ
て
さ
ら
に
顯
彰
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
四
部
比
は
、
不
正
確
で
は
あ
る
が
お
お
む
ね
18
・
９
・

21
・
17
と
な
る
。
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（
二
）
蓮
池
藩
『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
の
場
合
（
資
料
３　

同
②
參
照
）

　

蓮
池
文
庫
舊
藏
書
に
關
し
て
は
『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
を
資
料
と
し
た
い
。
蓮
池
文
庫
中
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
、『
鳴
琴
堂
續
藏
書
目
錄
』

『
舊
目
錄
』
な
ど
が
あ
る
が
、
函
番
號
に
よ
る
分
類
、
あ
る
い
は
國
書
と
の
混
配
等
、
單
純
比
較
が
困
難
な
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は

も
っ
ぱ
ら
『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
を
中
心
と
し
て
檢
討
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
鳴
琴
堂
と
は
蓮
池
藩
第
八
代
藩
主
鍋
島
直
與
の
雅
號
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
本
目
錄
は
鳴
琴
堂
を
銘
打
つ
こ
と
か
ら
藩
主
鍋
島
直
與
手
持
ち
の
漢
籍
目
錄
で
あ
る
と
い
え
る
。
鍋
島
直
與
は
元
治
元
年
の
卒

で
あ
る
の
で
、
本
目
錄
の
成
立
の
下
限
も
こ
の
こ
ろ
ま
で
は
考
慮
さ
れ
よ
う
。
藩
主
直
與
の
事
跡
に
つ
い
て
は
多
く
の
賞
贊
と
と
も
に
顯
彰
さ
れ

て
い
る
が
、
文
化
的
に
も
優
れ
た
見
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
鳴
琴
堂
稿
』（
漢
詩
文
集
）・『
深
溪
遺
葉
集
』（
和
歌
集
）・『
天
賜
公
御

自
選
』（
米
芾
詩
文
集
）・『
天
賜
園
書
畫
記
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
な
お
本
目
錄
に
は
別
手
二
人
に
よ
る
補
記
が
あ
る
が
、
數
値
は
原
本
の
記

載
に
よ
る
。
各
部
の
點
數
は
資
料
３
の
②
を
參
照
さ
れ
た
い
。　
　
　

　

こ
う
し
た
人
物
の
藏
書
目
錄
で
あ
る
た
め
か
、
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
分
類
目
錄
と
な
っ
て
い
る
。
宋
學
關
係
を
經
部
に
配
す
る
こ
と
も

な
く
、
子
部
儒
家
類
に
い
れ
る
と
こ
ろ
も
正
統
的
な
方
法
で
、
か
な
り
四
部
分
類
に
精
通
し
た
人
物
に
よ
る
目
錄
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、『
四

庫
全
書
總
目
』
で
は
な
く
、『
新
唐
書
』
藝
文
志
（
以
下
『
新
唐
志
』）
あ
る
い
は
『
宋
史
』
藝
文
志
（
以
下
『
宋
志
』）、
さ
ら
に
は
『
文
獻
通

考
』
經
籍
考
（
以
下
『
通
考
』）
に
近
い
分
類
法
を
採
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
史
部
に
故
事
類
を
立
て
て
後
の
政
書
文
獻
を
配
置
し
、
集
部
に
文
史

類
を
た
て
て
後
の
詩
文
評
文
獻
を
配
置
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
分
類
法
に
繋
が
る
方
法
で
あ
り
、
目
錄
學
的
な
意
味
で
の
高
レ
ベ
ル
な
專
家
の
存

在
を
も
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

經
部
に
つ
い
て
は
、
春
秋
類
を
禮
樂
類
の
前
に
置
き
、
總
經
類
を
四
書
類
の
後
に
置
く
と
こ
ろ
が
「
四
庫
分
類
」
と
相
違
す
る
部
分
で
あ
る

が
、
總
經
類
の
位
置
づ
け
は
『
宋
志
』
に
一
致
し
て
い
る
。
春
秋
を
禮
樂
の
前
に
置
く
に
つ
い
て
は
、
管
見
で
は
既
存
目
錄
に
そ
の
事
例
を
見
な

い
。
單
な
る
誤
認
の
可
能
性
も
あ
ろ
う）
（（
（

。『
宋
志
』
經
部
の
類
目
は
、
易
・
書
・
詩
・
禮
・
樂
・
春
秋
・
孝
經
・
論
語
・
經
解
・
小
學
の
順
で
あ

る
。
な
お
『
新
唐
志
』
も
論
語
の
後
に
讖
緯
を
置
き
、『
通
考
』
は
孝
經
を
置
く
も
の
の
、
位
置
關
係
は
『
宋
志
』
と
同
じ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
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論
語
類
は
後
の
四
書
類
、
經
解
類
は
の
ち
の
總
義
類
で
あ
る
。
な
お
小
學
類
中
に
『
譯
文
筌
蹄
』『
訓
譯
示
蒙
』『
助
辭
譯
通
』
を
載
せ
る
の
は
、

小
學
の
意
味
と
し
て
は
妥
當
で
あ
ろ
う
が
、
漢
籍
の
認
識
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
。

　

史
部
は
、
正
史
・
編
年
・
雜
史
・
傳
記
・
史
評
・
故
事
・
地
理
の
七
類
に
分
け
る
。
こ
れ
ら
の
類
目
は
す
べ
て
『
新
唐
志
』・『
宋
志
』・『
通

考
』
の
い
ず
れ
か
に
み
え
て
い
る
が
、
對
照
表
に
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
『
新
唐
志
』
正
史
・
編
年
・
僞
史
・
雜
史
・
起
居
注
・
故
事
・
職
官
・
雜
傳
記
・
儀
注
・
刑
法
・
目
錄
・
譜
牒
・
地
理
（
六
種
共
通
）

　
『
宋
志
』
正
史
・
編
年
・
別
史
・
史
鈔
・
故
事
・
職
官
・
傳
記
・
儀
注
・
刑
法
・
目
錄
・
譜
牒
・
地
理
・
覇
史
（
五
種
共
通
）

　
『
通�

考
』
正
史
・
編
年
・
起
居
注
・
雜
史
・
傳
記
・
僞
史
覇
史
・
史
評
史
鈔
・
故
事
・
職
官
・
刑
法
・
地
理
・
時
令
・
譜
牒
・
目
錄
（
七
種
共

通
）

　

こ
の
う
ち
全
て
の
類
目
を
共
有
す
る
の
は
『
通
考
』
で
あ
る
。
史
評
は
古
く
は
『
郡
齋
讀
書
志
』、
以
下
『
通
考
』
あ
る
い
は
「
四
庫
分
類
」

に
み
え
る
も
の
で
、
總
體
と
し
て
編
者
は
本
文
庫
に
現
存
す
る
『
通
考
』
を
参
照
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
「
四
庫
分
類
」
史
評
類
に
共
通

す
る
も
の
は
『
渉
史
隨
筆
』『
讀
史
吟
評
』
の
二
點
の
み
で
あ
る
が
、『
非
國
語
』『
兩
漢
刊
誤
補
遺
』『
二
十
二
史
箚
記
』
な
ど
、
編
者
の
判
斷
に

よ
る
配
置
と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
他
の
類
目
に
し
て
も
、
記
載
さ
れ
る
文
獻
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
藝
文
志
や
「
四
庫
分

類
」
に
一
致
し
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
た
と
え
ば
『
文
獻
通
考
』
一
點
の
た
め
に
故
事
類
を
立
て
る
こ
と
、『
國
語
』『
戰
國
策
』『
呉
越
春

秋
』
等
を
雜
史
類
に
配
置
す
る
こ
と
、『
穆
天
子
傳
』『
神
仙
傳
』
を
傳
記
類
に
配
置
す
る
こ
と
な
ど
、「
四
庫
分
類
」
に
照
ら
し
て
妥
當
で
あ
る

か
否
か
は
別
と
し
て
、
や
は
り
編
者
に
よ
る
内
容
判
斷
に
基
づ
く
配
置
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
分
類
項
目
は
既
存
の
史
書
に
則
る
が
、
分

類
自
體
は
か
な
り
自
由
に
改
變
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

子
部
に
つ
い
て
は
、
諸
子
・
儒
家
・
雜
家
・
小
説
家
・
兵
家
・
醫
家
・
藝
術
家
・
類
書
の
八
分
類
で
あ
る
。
冒
頭
に
諸
子
類
を
置
い
て
、
道

家
・
法
家
や
儒
家
・
雜
家
の
一
部
な
ど
を
總
括
す
る
の
は
、
微
量
の
文
獻
を
一
括
す
る
と
い
う
臨
機
の
措
置
に
よ
る
も
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
蓮

池
文
庫
に
多
い
叢
書
の
影
響
で
、
諸
子
叢
書
の
よ
う
な
も
の
を
編
集
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
な
か
に
は
本
來
儒
家
に
入
る
『
荀
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子
』『
揚
氏
法
言
』『
劉
向
説
苑
』『
賈
誼
新
書
』
な
ど
が
あ
る
が
、
一
方
で
は
儒
家
類
も
立
て
ら
れ
、
た
と
え
ば
『
太
極
圖
説
』『
二
程
全
書
』

『
性
理
大
全
』
と
い
っ
た
宋
學
系
の
文
獻
の
み
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
儒
家
と
い
う
類
目
は
專
ら
宋
學
系
の
た
め
に
立
て
ら
れ
て
お
り
、

穿
っ
た
考
え
方
と
し
て
は
、
經
學
と
宋
學
以
外
の
非
正
統
的
思
想
書
は
項
目
立
て
せ
ず
に
、
諸
子
と
し
て
一
括
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
雜
家
以
下

の
六
類
目
は
思
想
書
と
い
う
よ
り
は
雜
編
で
あ
り
、
技
術
で
あ
り
、
事
典
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
小
城
文
庫
に
お
け
る
宋
學
文
獻
の

扱
い
と
な
ら
ん
で
、
近
世
日
本
に
お
け
る
漢
籍
の
扱
い
の
獨
自
性
の
一
端
と
し
て
認
識
す
る
べ
き
現
象
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

集
部
の
分
類
立
て
は
少
な
く
、
別
集
・
總
集
・
文
史
の
三
類
で
あ
る
。『
新
唐
志
』
は
楚
辭
・
別
集
・
總
集
の
三
類
立
て
、『
宋
志
』
は
こ
れ
に

文
史
を
加
え
た
四
類
立
て
で
あ
る
。
文
史
の
類
目
は
『
崇
文
總
目
』
に
も
み
え
る
が
、『
通
考
』
や
『
明
史
』
藝
文
志
に
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
後

の
詩
文
評
類
に
該
當
す
る
内
容
で
あ
る
。
本
目
錄
で
は
楚
辭
類
を
立
て
な
い
が
、
楚
辭
關
係
書
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。『
王
註
楚
辭
』『
離
騒
集

傳
』『
離
騒
草
木
疏
』
の
三
點
が
總
集
類
に
み
え
る
の
は
、『
楚
辭
』
の
撰
者
が
複
數
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
別
集
類
は
冒
頭
に

『
陸
宣
公
全
集
』『
韓
昌
黎
集
』
と
い
っ
た
個
人
全
集
を
置
き
、
次
い
で
『
朱
子
文
集
』『
蘇
老
川
文
抄
』
と
い
っ
た
文
集
を
置
き
、
次
に
『
分
類

補
註
李
太
白
詩
』『
朱
竹
垞
詩
鈔
』
な
ど
詩
集
を
置
く
と
い
う
配
置
で
あ
る
。
文
集
が
詩
集
に
優
先
す
る
の
は
、
小
城
文
庫
の
場
合
と
同
樣
で
あ

る
。
末
尾
に
『
孤
山
遺
稿
』（
内
海
孤
山
）『
詩
聖
堂
集
二
編
』（
大
窪
詩
佛
）『
鳴
琴
堂
詩
文
稿
』（
鍋
島
直
與
）
の
三
點
が
あ
る
の
は
、
漢
詩
文

と
い
う
こ
と
で
漢
籍
扱
い
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
國
書
を
漢
籍
目
錄
に
混
入
し
た
こ
と
に
な
り
妥
當
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
別
手
の
補
記
に

な
る
と
よ
り
甚
だ
し
く
な
り
、
一
八
點
の
國
書
が
列
擧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
邦
人
に
よ
る
漢
詩
文
を
漢
籍
扱
い
す
る
こ
と
が
當
時
一
般
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
つ
の
見
解
と
し
て
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
。
他
の
目
錄
に
よ
っ
て
さ
ら
に
檢
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
檢
討
か
ら
、『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
に
お
い
て
は
、
か
な
り
レ
ベ
ル
の
高
い
編
者
を
想
定
で
き
た
。
目
錄
編
集
に
あ
た
っ
て
の
參
考

文
獻
の
選
擇
も
、『
新
唐
志
』『
宋
志
』『
通
考
』
等
に
據
る
と
こ
ろ
が
多
く）
（（
（

、
さ
ら
に
類
目
立
て
に
お
い
て
は
、
編
者
獨
自
の
見
解
に
據
り
つ

つ
、
か
な
り
自
由
に
配
列
を
按
排
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
宋
學
系
文
獻
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
小
城
の
場
合
と
は
異
な
っ
た
方
法

に
よ
る
特
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
集
部
に
お
い
て
は
小
城
同
樣
に
文
集
が
詩
集
に
優
先
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
本
目
錄
の
特
質
で
あ
る
と
い
え
よ
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う
。
一
方
漢
籍
中
に
國
書
と
し
て
の
漢
詩
文
や
辭
書
類
を
混
入
す
る
事
例
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
漢
籍
認
識
の
問
題
と
し
て
今

後
の
檢
討
課
題
と
な
ろ
う
。

　

本
目
錄
記
載
の
漢
籍
は
『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
記
載
の
點
數
に
よ
っ
て
六
三
五
點
の
著
錄
が
計
數
さ
れ
た
。
四
部
比
は
21
・
11�

・
24
・
７

で
あ
る
。
な
お
本
目
錄
漢
籍
の
末
尾
に
、「
墨
本
雖
屬
書
藝
、
古
來
編
目
未
嘗
置
于
經
史
子
集
中
。
別
自
爲
一
類
。
今
亦
從
是
」
と
あ
っ
て
、『
淳

化
帖
』
か
ら
『
義
人
遺
芳
』
に
い
た
る
墨
本
類
一
一
點
を
載
せ
る
。
こ
れ
を
藝
術
類
に
換
算
す
れ
ば
子
部
は
二
四
八
點
と
な
り
比
は
25
と
な
る
。

（
三
）
本
藩
『
芸
暉
閣
經
籍
志
』
の
場
合
（
資
料
３　

同
③
參
照
）

　

本
藩
舊
藏
漢
籍
に
關
し
て
は
、
現
存
の
文
獻
か
ら
は
藩
政
期
の
實
態
は
見
え
て
こ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
鍋
島
文
庫
中
の
古
文
書
に
『
芸
暉
閣

經
籍
志
』
な
る
目
錄
が
あ
り
、
大
量
の
漢
籍
を
獨
特
の
分
類
で
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
編
者
は
恐
ら
く
四
部
分
類
は
重
々
承
知
な
が
ら
、
意
圖
的

に
編
成
替
え
を
し
た
と
思
わ
れ
る
事
例
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
漢
籍
を
著
錄
す
る
目
錄
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
國
書
と
の
混
配
で
あ
る
か
函
番

號
に
よ
る
も
の
で
、
大
量
の
漢
籍
を
著
錄
す
る
『
鬼
丸
聖
堂
御
藏
本
』
は
イ
ロ
ハ
順
の
目
錄
で
あ
る
こ
と
な
ど
勘
案
す
れ
ば
、『
芸
暉
閣
經
籍

志
』
に
勝
る
資
料
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

��

そ
も
そ
も
芸
暉
閣
と
い
う
名
前
か
ら
し
て
漢
學
の
素
養
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
三
代
鍋
島
綱
茂
の
治
世
に
、「
觀
頤
莊
」
な
る
別

莊
、
後
に
西
の
御
茶
屋
と
呼
ば
れ
た
も
の
を
建
造
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
一
角
に
後
の
鬼
丸
聖
堂
に
移
行
す
る
孔
子
廟
を
創
建
し
、
こ
れ
に
附

屬
す
る
囘
廊
の
一
方
を
漢
籍
書
庫
「
芸
暉
閣
」
と
し
、
一
方
を
和
書
書
庫
「
隨
擇
府
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
命
名
の
由
來
は
、
觀
頤
は

『
易
經
』
頤
卦
の
卦
辭
に
「
頤
貞
吉
。
觀
頤
、
自
求
口
實
」
と
あ
り
、
彖
傳
に
「
觀
頤
、
觀
其
所
養
也
。
…
…
天
地
養
萬
物
、
聖
人
養
賢
、
以
及

萬
民
」
と
あ
る
。
己
の
養
う
と
こ
ろ
が
正
し
い
か
よ
く
觀
察
し
、
賢
人
を
よ
く
養
っ
て
恩
惠
を
萬
民
に
及
ぼ
す
こ
と
を
い
う
。
芸
暉
は
虫
除
け
の

香
草
で
こ
れ
を
壁
土
に
塗
り
込
め
ば
紙
魚
や
朽
ち
木
虫
を
よ
け
る
と
い
う
。『
書
言
故
事
』
に
「
藏
書
、
以
芸
草
辟
蠹
」
と
あ
る
等
に
よ
る
。
隨

擇
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
眞
名
序
に
あ
る
「
所
以
隨
民
之
欲
、
擇
士
之
才
也
」
に
基
づ
く
。
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鬼
丸
聖
堂
は
當
時
藩
士
の
敎
育
の
場
と
し
て
の
機
能
も
持
っ
た
が
、
後
に
天
明
元
年
弘
道
館
設
立
と
と
も
に
聖
堂
の
學
校
機
能
は
失
わ
れ
た
。

ま
た
西
の
御
茶
屋
そ
の
も
の
は
、
第
四
代
吉
茂
の
治
世
に
全
て
解
除
に
な
っ
た
こ
と
が
、
堤
主
禮
の
「
雨
中
迺
登
幾
」
に
見
え
る
。
綱
茂
作
の

「
觀
頤
莊
記
」
に
よ
れ
ば
、
大
層
な
規
模
の
も
の
で
實
際
に
そ
の
と
お
り
完
成
し
た
も
の
か
疑
わ
し
い
部
分
も
あ
る
。
た
と
え
ば
和
書
庫
は
「
隨

擇
府
」
と
呼
ぶ
と
い
い
つ
つ
、
現
存
の
『
芸
暉
閣
經
籍
志
』
に
は
和
書
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
隨
擇
府
」
未
完
成
の
狀
況
を
推
測
さ
せ
る
の
で

あ
る
。

　

本
目
錄
の
成
立
は
、
綱
茂
死
去
の
直
前
に
江
戸
林
家
に
遺
物
と
し
て
獻
上
さ
れ
た
書
籍
六
點
に
つ
い
て
、
本
目
錄
末
尾
に
「
林
家
江
御
遺
物
」

と
し
て
記
錄
が
あ
り
、
上
限
は
綱
茂
死
去
の
寶
永
三
年
六
月
直
後
ま
で
遡
れ
よ
う
。
下
限
は
吉
茂
に
よ
る
觀
頤
莊
廃
止
で
あ
ろ
う
か
。
吉
茂
は
享

保
一
五
年
の
卒
で
あ
る
の
で
、
寶
永
三
年
以
降
二
〇
數
年
中
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
本
稿
で
扱
う
目
錄
の
な
か
で
は
最
も
古
い
も
の
で
あ

る
。
各
部
の
函
番
號
と
册
數
及
び
簡
單
な
解
説
は
、
資
料
３
の
③
を
參
照
さ
れ
た
い
。

　

分
類
は
大
き
く
は
四
部
分
類
に
則
り
つ
つ
、
大
胆
に
改
變
さ
れ
た
も
の
で
、
經
書
・
史
書
・
事
類
・
字
書
・
雜
書
・
詩
文
・
醫
書
・
兵
書
・
道

書
・
佛
書
・
銀
鉤
書
藪
の
一
一
部
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
番
か
ら
は
じ
ま
る
函
番
號
が
付
さ
れ
て
い
る
。（
資
料
３
の
④
參
照
）
子
部
そ

の
も
の
は
部
と
し
て
の
標
目
が
な
く
、
こ
れ
に
相
當
す
る
も
の
と
し
て
事
類
・
雜
書
等
が
あ
り
、
醫
書
・
兵
書
・
道
書
・
佛
書
も
同
次
元
で
別
立

て
と
な
る
。
醫
書
・
兵
書
を
獨
立
さ
せ
る
や
り
方
は
『
漢
書
』
藝
文
志
ま
で
遡
り
、
道
敎
・
佛
敎
を
別
立
て
す
る
の
は
南
朝
宋
の
王
儉
『
七
志
』、

あ
る
い
は
南
朝
梁
の
阮
孝
緒
『
七
錄
』
ま
で
遡
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
字
書
も
別
立
て
と
な
る
が
、
こ
れ
は
經
部
小
學
類
と
子
部
藝
術
類
の

書
畫
之
屬
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
内
容
で
、
小
學
類
に
藝
術
系
の
文
獻
を
合
わ
せ
る
の
は
古
式
な
分
類
法
で
あ
る）
（（
（

。
末
尾
に
「
銀
鉤
書
藪
」
と
し
て

篆
刻
關
係
書
を
別
置
し
た
の
も
特
殊
な
意
圖
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
經
書
」
の
内
容
を
み
る
と
、
冒
頭
に
『
通
志
堂
經
解
』
を
置
き
、
次
い
で
『
十
三
經
注
疏
』
二
種
（
恐
ら
く
南
監
本
と
嘉
慶
本
）、『
五
經
大

全
』
か
ら
『
性
理
大
全
彙
要
』
等
が
續
き
、
以
下
は
易
・
詩
・
書
・
春
秋
・
五
經
・
總
義
等
が
混
在
し
、
次
い
で
四
書
類
が
六
函
分
續
き
、
書
・

禮
・
孝
經
・
春
秋
の
混
配
一
函
、
次
に
史
部
傳
記
類
・
詔
令
奏
議
類
・
子
部
儒
家
類
・
集
部
別
集
類
が
續
く
。
そ
の
後
再
び
各
經
そ
の
他
の
混
配
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が
五
函
分
あ
っ
て
、
經
書
の
部
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
部
立
て
は
あ
っ
て
類
目
は
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
收
め
ら
れ
た
文
獻
の
種
類
に
は
、
經
學
文

獻
と
し
て
の
認
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
類
立
て
も
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
史
・
子
・
集
部
の
書
を
含
む
部
分
に
つ
い
て
は
、
四
部
分
類
で
は
あ
り
え
な
い
狀
況
が
現
出
さ
れ
て
い
る
譯
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
傳

記
類
相
當
か
ら
『
孔
子
闕
里
志
』『
孔
聖
全
書
』『
朱
子
實
記
』
等
を
配
し
、
詔
令
奏
議
類
相
當
か
ら
は
『
朱
子
奏
議
』
を
置
き
、
子
部
儒
家
類
相

當
か
ら
は
『
孔
子
家
語
』『
性
理
大
全
』『
朱
子
語
略
』
等
を
、
集
部
別
集
類
相
當
か
ら
は
『
朱
子
大
全
』
を
置
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
當
時
の
學

校
で
基
本
的
に
重
視
さ
れ
た
儒
敎
文
獻
と
竝
ん
で
、
そ
れ
ら
の
根
元
た
る
孔
子
そ
の
も
の
、
ま
た
當
時
の
幕
府
お
か
か
え
の
學
派
で
あ
る
朱
子
學

文
獻
を
と
り
こ
ん
だ
も
の
で
、
四
部
分
類
の
理
念
に
お
け
る
經
の
概
念
と
は
お
お
い
に
異
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
こ
の
方
法

は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
目
錄
の
み
に
特
有
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
結
語
に
お
い
て
再
度
觸
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

　
「
史
書
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
な
區
分
を
生
か
し
切
れ
な
か
っ
た
も
の
か
、
冒
頭
に
十
七
史
と
二
十
一
史
（
恐
ら
く
汲
古
閣
本
と
南
監

本
）
が
く
る
も
の
の
、
あ
と
は
史
部
各
類
が
雜
多
に
混
合
さ
れ
て
分
類
が
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
類
目
の
混
配
は
本
目
錄
の
各
部
に
お
い
て
共
通

す
る
現
象
と
い
え
る
が
、「
史
書
」
に
お
い
て
も
「
經
書
」
同
樣
に
他
部
か
ら
の
混
配
に
は
原
則
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
集
部
戯
曲
小
説
類
相
當

か
ら
『
三
國
志
演
義
』
を
取
り
、
子
部
儒
家
類
相
當
か
ら
『
鹽
鐵
論
』『
經
世
大
訓
』
等
を
、
集
部
總
集
類
相
當
か
ら
は
『
古
今
女
史
』
を
配
す

る
等
、
史
學
と
の
相
應
の
脈
絡
は
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
事
類
」
は
類
似
し
た
事
項
の
こ
と
で
、
類
似
項
目
を
網
羅
し
た
百
科
全
書
的
文
獻
を
意
味
す
る
。
た
だ
こ
の
語
を
分
類
項
目
と
し
た
例
は
少

な
く
、『
舊
唐
書
』
經
籍
志
子
部
に
事
類
が
あ
る
が
、
本
文
中
の
類
目
は
類
事
と
な
っ
て
い
る
。『
宋
志
』
に
も
類
事
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
四
部
分

類
に
お
け
る
類
書
類
の
こ
と
で
、
本
目
錄
の
場
合
も
同
樣
で
あ
る
。
冒
頭
に
『
太
平
御
覽
』
を
配
し
、
以
下
『
三
才
圖
會
』『
唐
類
函
』『
白
孔
六

帖
』『
群
書
集
事
淵
海
』『
萬
寶
全
書
』『
對
類
大
全
』『
類
書
纂
要
』『
事
文
類
聚
翰
墨
大
全
』『
錦
繡
萬
花
谷
』『
圓
機
活
法
』『
藝
文
類
聚
』
等
の

代
表
的
類
書
が
配
列
さ
れ
、
さ
ら
に
他
部
の
文
獻
に
つ
い
て
も
、
類
書
特
有
の
網
羅
性
を
帯
び
た
文
獻
や
、
事
例
集
の
よ
う
な
も
の
を
配
し
て
お
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り
）
（（
（

、
事
類
と
し
て
の
統
一
性
は
類
書
の
方
向
で
確
保
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
「
字
書
」
に
つ
い
て
は
、
本
來
は
經
部
小
學
類
に
配
當
さ
れ
る
文
獻
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
子
部
藝
術
類
を
も
含
め
て
、
文
字
そ
の
も
の
を

主
體
と
し
た
新
た
な
部
立
て
を
構
築
し
て
い
る
。
た
だ
書
藝
關
係
と
文
字
學
と
を
合
體
さ
せ
る
例
に
つ
い
て
は
既
に
觸
れ
た
。
こ
こ
で
は
小
學
關

係
書
と
藝
術
關
係
書
、
及
び
そ
れ
以
外
の
文
獻
の
量
を
對
比
し
て
お
き
た
い
。
小
學
關
係
六
二
點
、
藝
術
關
係
は
四
八
點
、
そ
の
他
五
四
點
で
お

お
む
ね
三
種
が
拮
抗
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
分
類
不
明
の
文
獻
中
）
（（
（

に
占
め
る
文
字
關
係
書
は
一
六
點
、
韻
書
關
係
は
一
〇
點
で
、
こ
れ
ら

は
小
學
・
藝
術
の
い
ず
れ
か
に
配
當
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
分
類
判
明
文
獻
に
も
、
書
畫
音
韻
文
字
關
係
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
小
學
・
藝
術
に
係
わ
る
と
判
斷
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
兩
者
を
敢
え
て
併
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

た
な
部
立
て
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
雜
書
」
は
冒
頭
に
叢
書
雜
叢
四
點
『
津
逮
祕
書
』『
百
川
學
海
』『
正
續
説
郛
』『
欣
賞
編
』
を
列
す
る
が
、
そ
の
後
の
内
容
は
混
沌
と
し
て
い

る
。
さ
す
が
に
經
部
文
獻
は
ご
く
少
數
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
他
は
各
種
と
り
ど
り
脈
絡
も
判
然
と
し
な
い
。
雜
書
の
雜
た
る
所
以
で
あ
ろ
う

か
。

　

本
目
錄
の
成
立
は
『
四
庫
全
書
總
目
』
成
立
以
前
で
あ
る
が
、
比
較
の
基
準
と
し
て
の
「
四
庫
分
類
」
に
相
當
す
る
類
目
と
、「
雜
書
」
に
配

さ
れ
る
書
籍
の
點
數
を
一
覽
に
し
て
み
よ
う
。「
四
庫
分
類
」
に
な
い
が
、
あ
え
て
類
立
て
し
た
も
の
は
括
弧
に
入
れ
て
表
示
し
て
あ
る
。

　

經
部　
　

禮
三　

樂
一　

小
學
五　
　

全
九　

　

史
部　
　

傳
記
三　

史
鈔
二　

地
理
六　

目
錄
一　

史
評
一　
　

全
一
三　
　

　

子
部　
　

農
家
一　

醫
家
一　

術
數
一
〇��

藝
術
一
五　

譜
錄
一
一　

雜
家
一
八　

類
書
七　

小
説
家
八　

道
家
二　
　

全
七
三　

　

集
部　
　

總
集
一　

詞
曲
五　
（
戯
曲
小
説
）
四　
　

全
一
〇

　
（
叢
書
）　
（
雜
叢
）
六　
（
子
叢
）
一　
　

全
七

　

不
明　
　

三
二
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パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
示
せ
ば
、
經
部
六
％　

史
部
九
％　

子
部
五
一
％　

集
部
七
％　

叢
書
部
五
％��

不
明
二
二
％
と
な
る
（
小
數
點
以
下
四
捨

五
入　

以
下
同
じ
）。
不
明
部
分
は
各
類
に
配
分
さ
れ
る
も
の
で
、
子
部
の
占
め
る
率
は
や
は
り
飛
び
抜
け
て
高
い
。
雜
多
な
も
の
を
集
め
た
部

目
で
あ
ろ
う
が
、
子
部
の
雜
家
類
自
體
が
そ
う
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
雜
書
全
體
の
方
向
性
は
子
部
雜
家
類
系
統
と
し
て
問
題
な
き
も
の

と
考
え
る
。
な
お
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
子
部
の
内
部
で
所
謂
思
想
的
内
容
を
持
つ
も
の
、
特
に
儒
家
あ
る
い
は
法
家
文
獻
が
全
く
な
く
、『
墨

子
』
は
雜
家
と
し
て
一
點
み
え
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
「
詩
文
」
は
ま
さ
に
詩
文
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
部
類
の
混
入
は
少
な
い
。
詩
文
と
い
う
類
立
て
の
明
解
さ
に
因
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

も
「
四
庫
分
類
」
に
相
當
す
る
類
目
と
そ
の
點
數
を
一
覽
に
し
て
み
よ
う
。

　

經
部　
　

小
學
一　
　

全
一　

　

史
部　
　

傳
記
一　

地
理
二　

目
錄
一　

史
評
一　
　

全
五　
　

　

子
部　
　

雜
家
三　

類
書
八　

全
一
一　

　

集
部　
　

別
集
七
九��

總
集
一
〇
二　

詩
文
評
五　

詞
曲
八　
（
尺
牘
）
七　
（
戯
曲
小
説
）
一　
　

全
二
〇
二

　
（
叢
書
）　
（
家
叢
）
一　
　

全
一

　

不
明　
　

一
二

パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
示
せ
ば
、
經
部
〇
％　

史
部
二
％　

子
部
五
％　

集
部
八
七
％　

叢
書
部
〇
％��

不
明
五
％
と
な
る
。
集
部
關
係
が
壓
倒
的

で
、
文
句
な
し
に
詩
文
は
集
部
と
し
て
よ
い
。

　

こ
れ
以
下
の
「
醫
書
」・「
兵
書
」・「
道
書
」・「
佛
書
」
は
問
題
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
文
獻
の
も
の
で
構
成
さ
れ
る
。
末
尾
に
置
か
れ
る
「
銀
鉤
書

藪
」
は
篆
刻
古
文
字
關
係
の
收
集
で
一
六
點
、
印
譜
等
も
含
ま
れ
る
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
本
來
な
ら
子
部
藝
術
類
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
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本
目
錄
に
表
れ
た
分
類
の
方
法
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
小
城
や
蓮
池
と
同
樣
の
傾
向
を
持
つ
部
分
が
あ
っ
た
。
經
部
に
お
け
る
宋
學
の
位

置
付
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
當
時
の
學
校
で
基
本
的
に
重
視
さ
れ
た
儒
敎
文
獻
と
竝
ん
で
、
そ
れ
ら
の
根
元
た
る
孔
子
そ
の
も
の
、
ま
た
當
時
林
羅

山
以
下
幕
府
に
密
着
し
た
學
派
で
あ
る
朱
子
學
文
獻
を
と
り
こ
ん
だ
も
の
で
、
四
部
分
類
の
理
念
に
お
け
る
經
の
概
念
と
は
お
お
い
に
異
な
っ
て

い
る
。

　

た
だ
本
目
錄
の
成
立
年
代
を
想
定
す
る
に
、
享
保
末
年
ご
ろ
ま
で
を
考
慮
す
る
な
ら
、
寬
政
異
學
の
禁
に
は
半
世
紀
ほ
ど
も
遡
る
た
め
、
幕
府

側
か
ら
の
朱
子
學
へ
の
肩
入
れ
の
度
合
い
は
後
期
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
本
目
錄
に
み
え
る
宋
學
へ
の
傾
斜
は
、
恐
ら
く
鍋
島
綱

茂
の
個
人
的
事
由
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か）
（（
（

。

　

綱
茂
自
身
の
儒
學
志
向
に
つ
い
て
は
、
將
軍
綱
吉
の
御
前
で
の
經
書
進
講
や
、
觀
頤
莊
な
ら
び
に
聖
廟
の
建
立
等
、
竝
大
抵
の
肩
入
れ
で
は
な

い
。
そ
う
し
た
な
か
で
も
林
家
と
の
密
接
な
交
渉
を
持
っ
た
こ
と
な
ど
、
綱
茂
自
身
の
宋
學
へ
の
傾
斜
を
窺
わ
せ
る
事
例
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
目

錄
の
分
類
法
に
つ
い
て
は
、
今
一
つ
重
大
な
特
質
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
子
部
の
抹
消
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
で
あ
る
。
四
部
分
類
は
經
史

子
集
か
ら
な
る
體
系
的
分
類
構
造
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
子
部
は
方
法
手
段
と
し
て
は
異
な
る
が
經
學
の
闕
を
補
い
、
そ
れ
を
輔
翼
す
る
も
の

と
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
目
錄
に
は
こ
れ
が
な
く
、「
事
類
」・「
字
書
」・「
雜
書
」
が
そ
の
位
置
に
据
わ
る
。
た
だ
「
事
類
」
は
子

部
類
書
類
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
字
書
」
は
小
學
を
も
含
む
が
藝
術
志
向
の
强
い
も
の
で
子
部
藝
術
類
に
、「
雜
書
」
も
思
想
性
の
欠
如
し
た
雜
多
文

獻
と
す
れ
ば
、
子
部
雜
家
類
を
想
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
思
想
性
の
强
い
儒
家
文
獻
は
經
部
に
編
入
し
、
經
部
を
思
想
的
に
輔
翼
す
る

子
部
の
意
味
が
薄
れ
た
た
め
、
子
部
を
解
消
し
て
三
部
を
立
て
た
と
い
え
な
い
か
。
つ
ま
り
經
史
子
集
の
形
式
的
構
造
は
そ
の
意
味
で
な
お
健
在

な
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
古
典
的
分
類
法
に
よ
る
「
醫
書
」
以
下
の
部
目
が
付
加
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

た
分
類
編
集
を
行
う
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
經
籍
志
に
み
え
る
古
分
類
を
も
認
知
し
、
さ
ら
に
四
部
の
内
實
を
理
解
し
た
う
え
で
當
時
の
實
態

に
則
し
た
變
更
を
な
し
え
た
も
の
と
し
て
、
か
な
り
高
度
な
專
門
性
に
立
脚
し
た
編
者
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
醫
書
」
以
下
を
除
外
し
た
四
部
比
を
み
る
と
、
經
史
子
集
の
各
數
値
は
、
37
・
14
・
44
・
23
と
な
り
、
全
漢
籍
數
は
「
醫
書
」
以
下
も
含
め
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て
一
二
七
九
點
と
な
る
。

結
語

　

藩
政
期
鍋
島
藩
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
の
實
態
に
つ
い
て
、
當
時
の
漢
籍
目
錄
に
み
え
る
分
類
法
を
中
國
の
正
統
な
、
も
し
く
は
一
般
的
な
分

類
法
と
比
較
し
つ
つ
、
檢
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
選
擇
し
た
三
種
目
錄
は
あ
く
ま
で
分
類
項
目
、
あ
る
い
は
分
類
の
意
圖
の
あ
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
成
立
順
に
竝
べ
る
と
、

　
『
芸
暉
閣
經
籍
志
』
本
藩
鍋
島
綱
茂
か
ら
吉
茂　

寶
永
か
ら
享
保
頃

　
『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
蓮
池
藩
鍋
島
直
與　

幕
末
元
治
頃

　
『
興
讓
館
所
藏
目
錄
』
小
城
縣　

明
治
五
年

と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
目
錄
に
見
ら
れ
る
分
類
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
通
觀
し
て
言
え
る
こ
と
と
し
て
、
宋
學
へ
の
傾
斜
を

示
す
傾
向
が
ど
れ
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
目
錄
で
い
う
經
學
は
、
當
時
の
學
校
で
基
本
的
に
重
視
さ
れ
た
儒
敎
文
獻
と
竝
ん
で
、

そ
れ
ら
の
根
元
た
る
孔
子
そ
の
も
の
、
ま
た
當
時
林
羅
山
以
下
幕
府
に
密
着
し
た
學
派
で
あ
る
朱
子
學
文
獻
を
と
り
こ
ん
だ
、『
芸
暉
閣
經
籍

志
』
の
方
向
性
を
い
ず
れ
も
體
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
四
部
分
類
の
理
念
と
は
お
お
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
經
學
と
い
う
言
葉
の
持
つ

學
問
の
基
本
と
し
て
の
觀
念
に
、
鍋
島
藩
に
お
け
る
敎
育
實
踐
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
結
果
と
い
え
よ
う
か
。
本
藩
に
對
し
て
支
藩
は
當
然
そ
の

影
響
下
に
あ
る
も
の
で
、
さ
ら
に
寬
政
異
學
の
禁
等
の
幕
府
の
體
制
が
、
そ
の
方
向
性
を
確
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』

は
四
部
分
類
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
宋
學
文
獻
を
子
部
儒
家
に
特
化
す
る
た
め
に
諸
子
な
る
類
目
を
創
作
し
た
し
、『
興
讓
館
所
藏
目
錄
』
は
『
芸

暉
閣
經
籍
志
』
の
方
向
性
を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
て
い
る
。

　

中
國
に
お
け
る
四
部
分
類
に
比
し
て
、
十
三
經
の
比
重
が
そ
れ
だ
け
軽
い
の
か
、
宋
學
の
比
重
が
重
い
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
に
表
れ
た
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現
象
は
、
日
本
的
な
あ
る
い
は
鍋
島
的
な
分
類
觀
念
に
基
づ
く
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
中
國
に
お
け
る
ほ
ど
に
は
四
部
分

類
の
規
範
性
は
、
こ
こ
で
は
低
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。『
芸
暉
閣
經
籍
志
』
に
み
え
る
子
部
の
解
消
な
ど
も
、
そ
の
典
型
的
事
例
と
し

て
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
思
想
性
の
强
い
儒
家
文
獻
を
經
部
に
編
入
す
る
こ
と
で
、
經
部
を
思
想
的
に
輔
翼
す
る
子
部
の
意
味
が
薄
れ
た

た
め
、
子
部
を
解
消
し
た
と
す
れ
ば
、
成
立
以
來
長
大
な
歴
史
を
持
つ
四
部
分
類
の
傳
統
に
、
さ
ほ
ど
重
き
を
置
か
な
い
心
理
構
造
が
見
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
に
お
け
る
諸
子
類
創
作
も
同
根
の
事
例
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
今
一
つ
の
共
通
し
た
特
徴
に
も
係
わ
っ
て
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
籍
數
に
お
け
る
經
史
子
集
四
部
の
比
率
に
つ
い
て
は

（
單
位
は
％　

小
數
點
以
下
四
捨
五
入
）、

　

本
藩　

29
・
11
・
43
・
18　
　

蓮
池
藩　

33
・
17
・
38
・
11　

小
城
藩　

28
・
14
・
31
・
27

と
な
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
期
の
收
集
漢
籍
の
比
率
に
お
い
て
、
經
史
子
集
が
高
低
々
々
の
波
形
を
描
く
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

現
存
漢
籍
の
比
率
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
る
。

　

四
部
全
體
と
し
て
は
、
例
外
も
あ
る
が
お
お
む
ね
經
部
と
子
部
が
多
數
を
占
め
、
史
部
と
集
部
が
少
な
い
傾
向
が
確
實
に
見
え
る
の
で
あ
る

が
、
特
に
史
部
は
中
國
で
は
理
念
で
あ
る
經
を
實
証
す
る
意
味
を
も
っ
て
第
二
位
に
位
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
そ
の
邊
の
意
識
が
薄

い
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
こ
の
比
率
の
み
を
も
っ
て
か
よ
う
な
想
定
を
行
う
こ
と
に
危
險
は
あ
る
が
、
宋
學
を
經
に
取
り
込
ん
で
子
部

を
解
消
す
る
よ
う
な
事
例
は
、
經
の
理
念
が
現
實
や
技
術
に
優
先
す
る
こ
と
を
認
め
る
發
想
の
存
在
を
示
唆
し
て
は
い
な
い
か
。
こ
の
こ
と
が
一

外
樣
大
名
鍋
島
氏
の
領
域
に
限
ら
れ
ず
、
當
時
の
全
國
的
傾
向
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
人
全
體
の
意
識
の
問
題
と
も
な
り
、
こ
と
は
極
め
て
重

大
で
あ
る
。
さ
す
が
に
江
戸
幕
府
の
藏
書
は
、
い
ず
れ
の
部
立
て
も
大
量
の
文
獻
を
も
っ
て
い
て
、
こ
の
傾
向
と
は
異
な
る
も
の
の
、
澁
江
全

善
・
森
立
之
の
『
經
籍
訪
古
志
』
で
は
經
史
子
集
の
比
率
が
ほ
ぼ
２
・
１
・
２
・
１
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
關
連
し
て
、
島
田
翰
『
皕
宋
樓
藏
書
源
流
攷
』
に
、「
…
…
且
我
邦
所
傳
舊
本
、
自
以
海
外
異
。
經
部
尚
爲
完
全
、
子
部
卻
多
善
本
。

而
其
所
缺
落
在
史
部
、
尤
在
集
部
宋
元
遺
集
。
蓋
古
專
門
名
經
、
重
在
經
術
。
鐮
倉
室
町
擧
文
字
付
之
浮
屠
氏
、
經
子
多
於
史
集
、
亦
所
不
免
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也
」
と
い
う）
（（
（

。
本
邦
の
漢
籍
收
集
に
お
い
て
、
古
來
名
經
家
や
釋
家
が
關
わ
っ
て
思
想
文
獻
が
多
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
が
そ

の
ま
ま
江
戸
期
の
文
庫
に
お
け
る
收
集
書
籍
の
構
成
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
な
お
檢
討
の
餘
地
が
あ
ろ
う
。
本
書
は
明
治
四
〇
年

の
成
立
で
あ
る
が
、
す
で
に
『
經
籍
訪
古
志
』
に
お
い
て
宋
元
版
重
視
の
方
向
性
の
見
え
て
い
る
こ
と
も
注
意
す
る
べ
き
點
で
あ
ろ
う
。　
　
　

　

い
ず
れ
に
せ
よ
漢
籍
貴
重
書
の
分
類
比
と
鍋
島
藩
漢
籍
の
收
藏
傾
向
が
似
て
く
る
と
い
う
の
は
、
大
い
に
興
味
深
い
現
象
で
は
あ
る
が
、
現
狀

で
は
こ
れ
以
上
檢
討
す
べ
き
資
料
を
持
た
な
い
の
で
、
他
藩
の
目
錄
や
漢
學
者
個
人
の
目
錄
に
お
け
る
分
類
、
ま
た
江
戸
時
代
中
國
か
ら
舶
載
さ

れ
た
漢
籍
の
分
類
等
の
檢
討
を
含
め
て
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
、
佐
賀
大
學
に
お
け
る
講
演
を
も
と
に
、
二
〇
〇
八
年
三
月
臺
湾
大
學
に
お
け
る
第
五
囘
日
本
漢
學
國
際

學
術
研
討
會
で
の
發
表
論
文
と
し
た
も
の
を
、
さ
ら
に
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
當
日
臺
北
大
學
の
王
國
良
先
生
か
ら
は
貴
重
な
ご
敎
示
を
賜
っ

た
。
改
訂
に
あ
た
っ
て
多
々
參
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
、
謝
意
に
か
え
た
い
。

　

な
お
井
上
進
『
書
林
の
眺
望
』「
三
重
縣
立
圖
書
館
の
漢
籍　

井
上
文
庫
」
に
、
我
が
國
に
お
け
る
舊
藏
漢
籍
一
般
の
傾
向
と
し
て
、
經
子
が

重
く
史
集
が
軽
い
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
普
遍
性
の
あ
る
文
獻
を
重
視
す
る
わ
り
に
特
殊
な
中
國
史
は
學
問
的
必
然
性
に
は
ず
れ
た
こ
と
へ

の
言
及
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く）
（（
（

。
く
し
く
も
鍋
島
藩
漢
籍
の
實
態
か
ら
こ
れ
が
實
証
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
井
上
氏
の
い
う
「
一
般
」

の
範
圍
と
、
現
狀
の
漢
籍
で
は
な
く
當
時
の
目
錄
の
記
載
分
類
と
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
檢
討
の
餘
地
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ

れ
る
。

注（
１
）　

藤
野
保
編
『
佐
賀
藩
の
總
合
研
究
』（
東
京　

吉
川
弘
文
館
刊　

1981

）�

藤
野
保
編
『
續
佐
賀
藩
の
總
合
研
究
』　

吉
川
弘
文
館
刊��1987

）

（
２
）　

た
と
え
ば　

生
馬
寛
信
等
編
『
幕
末
維
新
期
漢
學
塾
の
研
究
』　
（
東
京　

淡
水
社
刊　

2003
）
な
ど
。

（
３
）　

文
部
省
編
『
日
本
敎
育
史
資
料
』（
東
京　

冨
山
房
刊
再
版
本1903

）　

特
に
佐
賀
藩
關
係
と
し
て
は
第
三
册
（
卷
八
・
九
）
に
詳
し
い
。　
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（
４
）　

西
村
謙
三
編
『
佐
賀
縣
敎
育
五
十
年
史
』（
佐
賀　

佐
賀
縣
敎
育
會
刊　

1927

）　

佐
賀
縣
敎
育
史
編
さ
ん
委
員
會
編
『
佐
賀
縣
敎
育
史
』
全
五
卷
（
佐
賀　

佐

賀
縣
敎
育
史
編
さ
ん
委
員
會　

1989

～1992

）

（
５
）　

福
岡
市
立
博
物
館
藏
「
明
治
七
年　

御
藏
書
調
子
帳
」「
明
治
九
年
改　

御
書
物
帳
」

（
６
）　

明
暦
二
年
「
泰
盛
院
樣
御
印
帳
」
に
よ
る
。
支
藩
・
親
類
等
の
體
制
が
完
成
し
た
狀
況
で
の
知
行
高
等
を
示
す
。
藤
野
保
『
佐
賀
藩
の
總
合
研
究
』
第
28
表　

以
下
石
高
等
は
同
書
に
よ
る
。

（
７
）　

こ
の
記
錄
は
、
佐
賀
縣
大
百
科
事
典
編
集
委
員
會
『
佐
賀
縣
大
百
科
事
典
』（
佐
賀
縣　

佐
賀
新
聞
社　

昭
和
五
八
年
）
東
原
庠
舍
の
項
に
み
え
る
。

（
８
）　

武
雄
の
史
料
と
し
て
は
、
昭
和
三
一
年
石
井
良
一
著
『
武
雄
史
』
石
井
義
彦
刊
が
あ
る
が
、
醫
學
校
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
ま
た
身
敎
館
印
と
し
て
「
武

縣
庫
籍
」
印
を
擧
げ
、
燒
失
し
て
現
存
な
し
と
す
る
が
、
こ
の
印
を
持
つ
書
籍
は
現
存
し
て
お
り
、
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
。

（
９
）　

本
稿
で
は
正
統
な
四
部
分
類
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、『
四
庫
全
書
總
目
』
の
分
類
を
參
考
と
し
て
い
る
が
、
分
類
目
錄
の
極
め
て
古
い
傳
統
の
な
か
で
、
一
つ

の
頂
點
と
な
っ
た
目
錄
と
の
認
識
に
よ
る
。
一
部
『
四
庫
全
書
總
目
』
成
立
以
前
の
目
錄
に
お
い
て
も
こ
の
基
準
に
よ
る
比
較
を
行
っ
た
が
、
基
準
の
變
動
を
避

け
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
。

（
10
）　

春
秋
の
後
に
禮
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
江
戸
期
の
書
肆
刊
行
の
五
經
に
お
い
て
屢
々
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
恐
ら
く
各
構
成
經
書
の
分
量
の
バ
ラ
ン
ス

か
ら
く
る
、
出
版
上
の
意
圖
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
意
識
し
た
可
能
性
も
考
慮
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

（
11
）　
『
鳴
琴
堂
祕
藏
經
籍
譜
』
中
に
は
『
宋
史
』
の
記
錄
は
な
く
、
編
者
が
こ
れ
を
參
照
し
て
い
る
可
能
性
は
低
い
。
但
し
、
他
文
庫
の
文
獻
を
閲
覽
あ
る
い
は
貸

借
す
る
記
錄
は
あ
る
の
で
、
皆
無
で
は
な
い
。
因
み
に
、
本
藩
・
小
城
藩
と
も
當
時
『
宋
史
』
を
收
藏
し
て
い
た
こ
と
が
、
各
目
錄
に
記
錄
さ
れ
て
い
る
。

（
12
）　
『
唐
書
』
藝
文
志
經
部
小
學
類
に
書
法
筆
墨
文
獻
を
載
せ
、『
宋
史
』
藝
文
志
經
部
小
學
類
に
書
品
筆
法
法
帖
等
を
載
せ
る
。

（
13
）　
『
萬
姓
統
譜
』『
百
家
類
纂
』『
歴
代
臣
鑑
』『
農
政
全
書
』
等
。

（
14
）　

分
類
不
明
と
は
、
現
存
の
目
錄
中
に
同
名
の
書
を
發
見
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
今
後
博
捜
す
る
こ
と
で
解
決
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。

（
15
）　

綱
茂
と
將
軍
・
林
家
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、『
綱
茂
公
御
年
譜
』
延
寶
二
年
に
林
鳳
岡
に
書
齋
の
號
を
依
頼
し
た
こ
と
、
元
祿
一
一
年
に
同
じ
く
詩
畫
の

跋
文
を
依
頼
し
た
こ
と
、
ま
た
卒
去
に
あ
た
っ
て
、
大
學
頭
・
林
榴
岡
・
林
退
省
に
唐
本
そ
の
他
を
遺
物
と
し
て
送
っ
て
い
る
こ
と
等
が
み
え
、
將
軍
綱
吉
へ
の

講
釋
進
講
は
元
祿
八
年
に
み
え
て
い
る
。

（
16
）　

島
田
翰
『
皕
宋
樓
藏
書
源
流
攷
』（
上
海　

上
海
古
典
文
學
出
版
社
刊　

1957
）

（
17
）　

井
上
進
『
書
林
の
眺
望
』（
東
京　

平
凡
社
刊　

2006

）
一
四
三
頁
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江戸時代の漢籍目錄
―地方外樣大名支配下における漢籍の受容について―

參考資料

資料１　佐賀藩の體制と文敎

 　　支配構造と藩校・邑學等 　　　　　　現存文獻
本藩（鍋島治茂　天明元年弘道館）  鍋島文庫（佐賀縣立圖書館）

 弘道館舊藏書（佐賀縣立圖書館）
支藩
　小城（鍋島直愈　天明七年興讓館）
　蓮池（鍋島直温　天明四年成章館）
　鹿島（鍋島直彬　安政六年弘文館）
　　　　寬政元年德讓館・後の鎔造館

 小城文庫（佐賀大學圖書館）
 蓮池文庫（佐賀縣立圖書館）
 中川文庫（祐德博物館）

御親類
　久保田（村田政致　天明八年思濟館）
　白石鍋島・川久保神代

 （一部佐賀大學圖書館　漢籍不明）
 不明

御親類同格
　多久（多久茂文　元祿十二年東原庠舍）
　諫早（諫早茂圖　天明三年好古館）
　武雄（鍋島茂正　享保中身敎館）
　須古（鍋島茂訓　享保中三近堂）

 東原庠舎舊藏本（多久市郷土資料館）
 諫早文庫（諫早市立諫早圖書館）
 武雄鍋島歴史資料（武雄市敎育委員會）
 不明

家老
　深堀（鍋島氏　寛永以降羽白館）
　神代（鍋島茂堯　天明六年鳴鶴所）
　横岳・姉川・太田・倉町各鍋島

 不明
 神代鍋島史料（佐賀縣敎育委員會）
 不明
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資料２　各文庫における漢籍
　現存漢籍の構成（數字は點數　「」内は關連藏書印）

鍋島文庫 經部 88　史部 109　子部 193　集部 75　朝鮮漢文 2　準漢籍 92
全 559　「永田町鍋島家藏書印」「謝在杭臧書印」「勘解由小路臧書」

弘道館舊藏書 經部 127　史部 159　子部 80　集部 49　叢書部 1　朝鮮漢文 3
準漢籍 32 　全 451　「弘道館藏書印」「弘道館臧書印」

小城文庫 經部 116　史部 68　子部 82　集部 56　叢書部 3　 朝鮮漢文・
漢籍は未計上　全 325　「荻府學校」「荻學藏書」

蓮池文庫 經部 40　史部 26　子部 117　集部 58　叢書部 7　朝鮮漢文 2
準漢籍 20　全 270　「鳴琴堂圖書章」「芙蓉館臧書」「成章館藏書」

中川文庫 經部 147　史部 109　子部 244　集部 156　叢書部 6　朝鮮漢文 1
準漢籍 114　全 777　「學館」「鹿州學館」「弘文館」

東原庠舍舊藏本 經部 157　史部 90　子部 112　集部 80　叢書部 2　朝鮮漢文 3
準漢籍 97 　全 541　「東原郷校」「寉山書院」

武雄鍋島資料 經部 85　史部 36　子部 85　集部 12　朝鮮漢文 2　準漢籍 61
全 281　「武縣庫籍」「茂紀」

諫早文庫 經部 107　史部 28　子部 115　集部 58　朝鮮漢文 3　準漢籍 73
全 384　「諫早氏臧書記」「好古館圖書記」

神代鍋島史料 經部 67　史部 42　子部 40　集部 19　朝鮮漢文 1　準漢籍 48
全 217　「鳴鶴所藏書」「寉洲精舍藏書」
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資料３　江戸期漢籍目錄における分類

３－①小城文庫の場合
　◎明治五年『興讓館所藏目錄　下』（内閣文庫藏・219-118）　無分類項目
　　漢籍之部
　　・ 注疏・四書・孝經・易・詩・書・禮・春秋・五經・性理・左傳雜史→このあたり

まで經部中心（14 丁裏～ 23 丁裏）
　　・ 正史・編年・紀事本末・別史・以下雜書および雜史書→史部書中心（24 丁表～ 27

丁表）
　　・ 孔子關係・諸子・性理關係・兵家・雜家關係・天文術數・韻書・醫書→子部中心

ただし史書（政書關係多い）も混入（27 丁表～ 37 丁表） 
　　・ 總集（文集）・文抄・別集（文）・總集（詩集）・別集（詩）・詩文評・類書・韻書

等→集部中心（37 丁裏～ 46 丁表）
　　圖書之部
　　　法帖・地圖・畫像等 全 661 點　

３－②蓮池文庫の場合
　◎『鳴琴堂祕藏經籍譜』（佐賀縣立圖書館蓮池文庫藏　蓮 091-5）　　　　
　　經部　　易・書・詩・春秋・禮樂・孝經・總經・四書・小學　全 213 點
　　史部　　正史・編年・雜史・傳記・史評・故事・地理　　　　全 116 點
　　子部　　諸子・儒家・雜家・小説家・兵家・醫家・藝術家・類書 全 237 點　
　　集部　　別集・總集・文史　全 69 點
 全 635 點　

３－③本藩鍋島文庫の場合
　◎『芸暉閣經籍志』（佐賀縣立圖書館鍋島文庫藏　鍋 091-33）
　　鍋島綱茂による觀頤莊の造営　聖堂の建立と附屬書庫（漢庫芸暉閣　倭庫隨擇府）
　　　觀頤＝ 『易』頤卦　頤、貞吉。觀頤自求口實。
　　芸暉閣＝ 『書言故事』兩制芸閣　藏書以芸草辟蠹。
 『龜蒙典略』芸香辟紙魚蠹、故藏書臺稱芸臺、閣稱芸閣。
 『杜陽 雜編』元載造芸輝堂於第。芸輝香草名也。其香潔白如玉、入土不朽

爛、舂之爲屑、以塗其壁。
　　隨擇府＝ 『古今和歌集』眞名序　古天子、毎良辰美景、詔侍臣預宴筵者、獻和歌。
 君臣之情、由斯可見。賢愚之性、於是相分。所以隨民之欲、擇士之才也。
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３－④『芸暉閣經籍志』　有部目　無類目
　　經書　1~26 番まで　全 365 點　内四書類 94 點　宋學關連文獻含む　
　　　經 部分類傾向　經解・注疏・大全・易・詩・春秋・五經・四書・孝經・孔子傳・

朱子學關連・宋儒別集等（書・禮等は混配　小學別記）
　　史書　1 ～ 26 番まで 全 138 點 十七史・二十一史　以下史書細分類不明瞭
　　事類　1 ～ 31 番まで 全 127 點 類書中心
　　字書　1 ～ 16 番まで 全 164 點 經部小學類・子部藝術類書畫中心　
　　雜書　1 ～ 15 番まで 全 144 點 細分類不明瞭
　　詩文　1 ～ 33 番まで 全 232 點 別集總集多し
　　醫書　1 ～ 6 番まで 全 54 點 醫書のみ  
　　兵書　1 ～ 3 番まで 全 18 點 兵書のみ
　　道書　1 番のみ 全 13 點 道家・道敎・淮南子・山海經等
　　佛書　1 番のみ 全 8 點 佛書のみ（和本含む） 
　　銀鉤書藪　無番 全 16 點 篆刻古文字關係書
 全 1279 點　


