
　

本
書
は
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
お

け
る
二
〇
〇
七
～
〇
八
年
度
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
東
ア
ジ
ア
前
近
代
に
お
け
る
文
化
交
流
」

の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
二
〇
〇
五
年
度

に
始
ま
っ
た
学
習
院
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
教
育

拠
点
事
業
「
東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
歴
史
と
環
境
」

も
協
力
し
て
い
る
。
本
書
に
は
編
者
の
「
ま
え

が
き
（
鐘
江
宏
之
）」「
あ
と
が
き
（
鶴
間
和
幸
）」

と
、
学
習
院
大
学
・
韓
国
慶
北
大
学
校
の
研
究

者
に
よ
る
論
考
が
一
四
本
収
録
さ
れ
る
。
論
考

の
著
者
・
表
題
を
以
下
に
挙
げ
よ
う
（
丸
数
字

は
評
者
に
よ
る
便
宜
的
な
も
の
）

　

①
下
田
誠
「
日
本
武
器
形
青
銅
器
と
中
国
戦

国
時
期
三
晋
青
銅
武
器
と
の
接
点
を
訪
ね
て

―
兼
ね
て
「
物
勒
工
名
」
形
式
銘
文
の
一
事

例
」
／
②
鶴
間
和
幸
「
秦
漢
帝
国
と
東
ア
ジ
ア

海
域
」
／
③
李
相
勳
「
四
世
紀
に
お
け
る
韓
半

島
の
気
候
変
動
と
碧
骨
堤
」／
④
鐘
江
宏
之「
藤

原
京
造
営
期
の
日
本
に
お
け
る
外
来
知
識
の
摂

取
と
内
政
方
針
」
／
⑤
畑
中
彩
子
「
長
登
銅
山

に
み
る
日
本
古
代
の
銅
の
流
通
と
輸
送
経
路
」

／
⑥
小
宮
山
嘉
浩
「
長
岡
・
平
安
遷
都
と
百
済

王
氏
」
／
⑦
大
多
和
朋
子
「﹁
遊
女
﹂
の
誕
生

―『
昌
泰
元
年
歳
次
戊
午
十
月
廿
日
競
狩
記
』

と
文
人
貴
族
」
／
⑧
張
東
翼
「
高
麗
時
代
の
対

外
関
係
の
諸
相
」
／
⑨
李
志
淑
「
高
麗
時
代
の

官
人
に
お
け
る
落
職
と
復
職

―
李
奎
報
の
事

例
を
中
心
に
」
／
⑩
家
永
遵
嗣
「
一
五
世
紀
の

室
町
幕
府
と
日
本
列
島
の
﹁
辺
境
﹂」
／
⑪
近

藤
祐
介
「
室
町
期
に
お
け
る
備
前
国
児
島
山
伏

の
活
動
と
瀬
戸
内
水
運
」
／
⑫
禹
仁
秀
「
東
ア

ジ
ア
海
国
際
港
と
し
て
の
蔚
山
の
地
位
と
そ
の

変
化
」
／
⑬
洪
性
鳩
「
清
入
関
前
東
ア
ジ
ア
国

際
秩
序
の
再
編
と
日
本
」
／
⑭
李
寶
榮
「
世
方

化
と
東
ア
ジ
ア
の
経
済
特
区
の
比
較

―
韓
国

の
仁
川
松
島
と
中
国
の
浦
東
新
区
を
事
例
と
し

て
」

　

さ
て
、
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
東
ア
ジ
ア

海
」
と
「
交
流
」
だ
が
、
私
は
こ
の
内
「
東
ア

ジ
ア
海
」
と
い
う
用
語
を
寡
聞
に
し
て
聞
い
た

こ
と
が
な
い
。N

acsis W
ebcat

の
検
索
で
も

「
東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
歴
史
と
環
境
」プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
関
連
書
籍
以
外
は
ほ
ぼ
ヒ
ッ
ト
せ
ず
、

広
く
認
知
さ
れ
た
表
現
と
は
思
わ
れ
な
い
。
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
に
と
っ
て
は
何
度
も
説
明

し
て
き
た
「
今
更
」
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
初
め

て
目
に
す
る
者
の
た
め
に
は
本
の
冒
頭
で
簡
単

な
説
明
を
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も

「
東
ア
ジ
ア
海
文
明
の
歴
史
と
環
境
」
の
コ
ー

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
と
交
流
の
諸
相

榎
本　

渉

鐘
江
宏
之
・
鶴
間
和
幸
編
著

東
ア
ジ
ア
海
を
め
ぐ
る
交
流
の

歴
史
的
展
開

A5判　328頁
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デ
ィ
ネ
ー
タ
鶴
間
氏
の
論
文
②
の
註
3
に
は
、

「
中
国
大
陸
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
列
島
に
は
さ
ま

れ
た
海
の
名
称
は
一
定
の
も
の
が
な
い
の
で
、

東
ア
ジ
ア
海
と
い
う
総
称
を
使
用
し
た
い
。
渤

海
・
黄
海
・
東
海
（
東
シ
ナ
海
）・
日
本
海
（
東
海
）

を
含
む
海
域
を
指
す
」
と
い
う
説
明
が
あ
る

が
、
こ
こ
ま
で
読
み
込
ま
な
い
と
気
付
か
な
い

説
明
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

　

東
ア
ジ
ア
海
の
範
囲
は
右
の
通
り
だ
が
、
イ

ン
ド
洋
・
太
平
洋
と
接
し
途
切
れ
る
こ
と
な
く

連
続
す
る
海
洋
を
こ
の
範
囲
で
区
切
る
必
然
性

は
何
だ
ろ
う
か
。
鶴
間
氏
の
あ
と
が
き
を
見
る

に
、
東
ア
ジ
ア
海
と
は
前
田
直
典
氏
の
言
う

「
東
ア
ジ
ヤ
」
や
西
嶋
定
生
氏
の
言
う
「
東
ア

ジ
ア
世
界
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
鶴

間
氏
が
言
う
通
り
、
こ
れ
ら
東
ア
ジ
ア
（
世
界
）

と
は
国
家
を
単
位
と
す
る
地
域
世
界
で
あ
る
。

こ
れ
を
下
敷
き
に
し
た
東
ア
ジ
ア
海
と
は
、
つ

ま
り
分
析
対
象
を
あ
ら
か
じ
め
中
国
・
朝
鮮
／

韓
国
・
日
本
な
ど
の
国
家
に
設
定
し
た
上
で
、

こ
れ
ら
国
家
の
間
に
横
た
わ
る
海
洋
空
間
を
名

付
け
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
の
海
域
史
研
究
の

多
く
が
、
現
存
す
る
国
家
を
中
心
に
組
み
立
て

ら
れ
た
史
観
の
相
対
化
を
目
指
し
、
あ
る
い
は

前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
と
比
べ
る
と
、
東
ア

ジ
ア
海
と
い
う
発
想
が
こ
れ
と
趣
旨
を
異
に
し

て
い
る
点
は
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
本
書
収
載
の
論
文
で
、
東
ア
ジ
ア
海

と
い
う
用
語
を
積
極
的
に
用
い
た
も
の
は
①
②

く
ら
い
で
あ
る
。
本
書
に
は
日
中
朝
三
国
の
外

交
や
日
本
国
内
の
流
通
を
扱
っ
た
論
考
が
多
い

が
、
そ
こ
で
は
東
ア
ジ
ア
海
の
コ
ン
セ
プ
ト
は

ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
総

括
す
る
表
題
と
し
て
「
東
ア
ジ
ア
海
を
め
ぐ
る

交
流
」
と
い
う
の
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

を
見
た
研
究
者
の
多
く
は
、
東
ア
ジ
ア
を
ま
た

い
だ
海
域
交
流
の
論
考
を
ま
と
め
た
論
集
と
考

え
る
は
ず
で
あ
る
。
斬
新
な
タ
ー
ム
を
あ
え
て

用
い
る
以
上
は
一
考
す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

　

収
載
論
文
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
東
ア
ジ
ア

海
に
つ
い
て
言
及
す
る
論
文
に
つ
い
て
。
①
は

中
国
東
北
部
と
日
本
列
島
・
朝
鮮
半
島
の
青
銅

器
の
交
流
の
諸
相
を
物
語
る
既
知
の
知
見
を
ま

と
め
た
上
で
、
戦
国
期
の
韓
で
製
造
さ
れ
た
青

銅
戟
の
新
事
例
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
た



を
拠
点
と
し
た
宗
氏
・
安
藤
氏
が
と
も
に
外
部

勢
力
と
の
交
易
関
係
に
依
拠
し
、
日
本
の
政
治

権
力
の
動
向
か
ら
相
対
的
に
「
自
立
」
す
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
古
河
公
方
に
つ
い
て

も
、
鎌
倉
府
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
北
関
東
の

豪
族
に
依
拠
し
て
古
河
へ
亡
命
し
た
と
い
う
側

面
を
見
て
、こ
れ
を
辺
境
と
共
通
す
る
「
自
立
」

の
動
向
と
し
て
把
握
す
る
。

　

以
上
三
点
が
、
東
ア
ジ
ア
海
に
お
け
る
交
流

を
直
接
扱
っ
た
論
考
と
な
る
。
他
の
論
考
に
つ

い
て
も
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
③
は
三
三
〇
年
頃

に
百
済
が
築
造
し
た
全
羅
北
道
金
堤
郡
の
碧
骨

堤
を
、
海
進
や
波
に
よ
る
塩
害
を
防
ぎ
農
業
灌

漑
を
行
な
う
た
め
の
施
設
で
あ
る
と
し
た
も

の
。
海
水
面
の
変
動
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
当
時
の
気
候
や
海
水
面
に
つ
い
て
先
行

研
究
の
主
張
は
ま
ち
ま
ち
で
、
著
者
も
各
説
の

妥
当
性
の
判
断
に
苦
慮
し
て
い
る
。
歴
史
研
究

に
お
い
て
気
候
変
動
論
が
注
目
さ
れ
て
久
し
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
十
分
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
な
い
の
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
結
論
が

一
定
し
な
い
と
こ
ろ
も
大
き
い
が
、
本
論
文
を

見
て
も
、
や
は
り
気
候
変
動
論
の
扱
い
の
難
し

さ
を
感
じ
る
。

　

④
は
天
武
朝
と
持
統
・
文
武
朝
の
間
で
親
新

羅
路
線
か
ら
唐
風
化
路
線
へ
の
転
換
が
あ
っ
た

と
し
、
そ
の
主
導
者
と
し
て
大
宝
律
令
編
者
の

藤
原
不
比
等
を
想
定
し
た
も
の
。
大
津
皇
子
や

長
屋
王
を
親
新
羅
派
と
し
、
そ
の
失
脚
の
背
後

に
唐
風
化
路
線
と
の
対
立
を
推
測
す
る
な
ど
、

政
治
史
の
大
枠
と
も
絡
め
た
問
題
提
起
を
す

る
。
⑤
は
長
門
国
長
登
銅
山
遺
跡
出
土
の
木
簡

を
素
材
に
、
銅
の
輸
送
先
と
輸
送
手
段
（
駄
馬

に
よ
る
陸
路
輸
送
、
船
に
よ
る
瀬
戸
内
海
の
海

上
輸
送
）
を
考
察
し
た
も
の
。
⑥
は
桓
武
朝
を

中
心
に
百
済
王
氏
の
地
位
を
見
た
も
の
。
桓
武

は
自
ら
の
正
統
性
を
補
強
す
べ
く
百
済
王
氏
に

着
目
し
、
そ
の
系
譜
に
生
母
一
族
の
和
氏
を
連

結
さ
せ
た
。
ま
た
河
内
交
野
で
の
遊
猟
・
郊
祠

に
百
済
王
氏
を
「
蕃
客
」
と
し
て
参
加
さ
せ
、

交
野
に
移
住
さ
せ
て
経
済
的
に
も
破
格
の
厚
遇

を
与
え
た
と
い
う
。
な
お
一
一
九
頁
、『
続
日

本
紀
』
大
宝
元
年
正
月
朔
条
の
朝
賀
記
事
に
見

え
る
「
蕃
夷
使
者
」
に
つ
い
て
、
直
前
に
来
朝

し
た
新
羅
使
以
外
に
百
済
使
・
高
句
麗
使
に
相

当
す
る
蕃
客
も
含
ま
れ
た
は
ず
と
い
う
推
測
か

  『東方』369号（2011年 11月）　　26

だ
著
者
は
青
銅
戟
の
事
例
紹
介
で
「
筆
者
の
試

み（
独
自
性
）を
示
し
た
い
」（
四
頁
）と
言
う
が
、

私
に
は
こ
れ
が
本
稿
全
体
の
趣
旨
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
る
の
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
。②
は「
東

方
大
平
原
」（
華
北
平
原
・
長
江
中
下
流
平
原
）
を

東
ア
ジ
ア
海
と
一
体
の
地
域
と
見
て
、
秦
漢
帝

国
に
お
け
る
そ
の
政
治
的
・
経
済
的
重
要
性
を

論
じ
、
秦
漢
時
代
史
の
読
み
替
え
を
図
る
意
欲

作
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
戦
国
期
の
燕
・
斉
・
楚

を
「
海
域
国
家
」
と
表
現
す
る
。
海
に
面
し
た

国
家
を
意
味
す
る
よ
う
だ
が
、私
に
と
っ
て「
海

域
国
家
」
と
言
え
ば
、
海
上
交
易
に
基
盤
を
置

く
国
家
（
マ
ラ
ッ
カ
な
ど
）
や
、
海
上
の
軍
事

覇
権
を
握
っ
た
国
家
（
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
）
が
想

起
さ
れ
、
海
に
面
す
る
だ
け
で
「
海
域
国
家
」

と
呼
ぶ
の
は
い
さ
さ
か
違
和
感
を
覚
え
た
。

　

⑩
は
倭
人
と
異
民
族
の
接
触
領
域
を
「
辺
境
」

と
定
義
し
、
辺
境
と
室
町
幕
府
の
関
係
を
考
察

す
る
こ
と
で
、
一
五
世
紀
の
日
本
列
島
の
動
向

を
海
上
交
易
の
影
響
に
着
目
し
つ
つ
大
胆
に
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
五
世
紀
日
本
の
見
取

り
図
の
一
案
と
し
て
興
味
深
い
。
辺
境
の
具
体

例
と
し
て
は
対
馬
・
津
軽
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
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ら
、百
済
王
氏
・
高
麗
王
氏
が
こ
の
役
割
を
担
っ

た
と
す
る
点
、
傍
証
が
必
要
で
は
な
い
か
。
⑦

は「
遊
女
」の
初
見
史
料
と
し
て
紀
長
谷
雄「
競

狩
記
」（
八
九
八
年
の
宇
多
院
の
行
幸
記
）
を
紹

介
し
た
も
の
。「
遊
女
」
は
八
世
紀
に
「
遊
行

女
婦
」
な
ど
と
書
か
れ
た
ウ
カ
レ
メ
の
新
表
記

と
言
う
が
、
表
記
変
化
の
前
提
に
漢
籍
の
「
游

女
」（
川
の
女
神
）
の
用
例
を
指
摘
す
る
点
は
、

可
能
性
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
さ
し
た
る

必
然
性
は
感
じ
な
か
っ
た
。

　

⑧
は
高
麗
対
外
関
係
史
の
概
説
。
高
麗
が

「
漢
族
」
の
宋
に
対
し
て
は
最
後
ま
で
事
大
の

礼
と
友
誼
を
見
せ
た
の
に
対
し
、
遼
・
金
な
ど

「
北
方
民
族
」
の
王
朝
に
対
し
て
は
慕
華
の
情

を
見
せ
な
か
っ
た
と
す
る
点
、
建
国
以
来
三
世

紀
以
上
、
中
国
南
北
の
大
国
に
挟
ま
れ
る
複
雑

な
国
際
環
境
下
で
国
家
の
存
続
に
成
功
し
た
高

麗
の
外
交
政
策
を
、
そ
の
よ
う
な
硬
直
し
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
提
に
評
価
し
て
良
い
も
の

か
。
ま
た
五
代
王
朝
を
「
漢
族
の
歴
代
王
朝
」

と
す
る
の
は
明
ら
か
な
事
実
誤
認
だ
が
（
一
五

六
頁
）、
そ
の
背
後
に
は
五
代
―
宋
を
正
統
と

す
る
伝
統
的
な
史
観
が
働
い
て
い
な
い
か
。
⑨

は
高
麗
官
人
李
奎
報
（
一
一
六
八
～
一
二
四
一
）

の
事
例
を
素
材
に
、
権
力
者
の
私
的
意
向
に

よ
っ
て
人
事
が
左
右
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
た
め

文
人
た
ち
が
入
仕
・
復
帰
の
た
め
に
、
権
力
者

に
自
ら
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

⑪
は
中
世
の
児
島
山
伏
が
紀
伊
熊
野
社
や
京

都
の
新
熊
野
社
・
東
寺
と
深
い
関
係
を
持
っ
た

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
彼
ら
が
こ
れ
ら
寺
社

領
の
中
で
瀬
戸
内
水
運
と
縁
の
深
い
荘
園
の
経

営
を
行
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
背
後
に

瀬
戸
内
水
運
を
利
用
し
た
児
島
山
伏
の
商
業
活

動
を
推
測
す
る
。
⑫
は
韓
国
蔚
山
地
区
に
お
け

る
新
羅
時
代
と
朝
鮮
時
代
前
期
の
国
際
貿
易
を

取
り
上
げ
た
も
の
。
二
〇
〇
八
年
に
発
掘
さ
れ

た
伴
鴎
洞
遺
跡
の
港
湾
施
設
紹
介
は
最
新
の
情

報
と
し
て
興
味
深
い
が
、
新
羅
時
代
の
蔚
山
の

評
価
（
イ
ン
ド
船
・
ア
ラ
ブ
船
の
来
航
な
ど
）
に
つ

い
て
は
、
根
拠
や
史
料
操
作
に
疑
問
を
感
じ

る
。
⑬
は
明
清
交
替
期
前
後
の
女
真（
後
金
・
清
）

が
日
本
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
、

朝
鮮
と
の
関
係
も
絡
め
つ
つ
見
る
。
清
は
江
戸

時
代
の
日
本
を
朝
貢
圏
外
に
置
き
貿
易
の
み
行

な
っ
た
が
、
南
明
制
圧
の
頃
ま
で
は
冊
封
朝
貢

関
係
の
対
象
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
⑭
は
現

代
東
ア
ジ
ア
の
代
表
的
な
都
市
開
発
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
し
て
、
韓
国
仁
川
の
経
済
自
由
区
域
と

中
国
上
海
浦
東
の
経
済
特
区
を
比
較
し
た
も
の
。

　

以
上
、
書
名
の
問
題
で
字
数
を
浪
費
し
て
し

ま
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
各
論
文
の
随
所
で

興
味
深
い
指
摘
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
最
後
に

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
私
に
と
っ
て
は
専
門

外
の
テ
ー
マ
の
論
文
が
多
い
が
、
教
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
ま
た
私
は
本
書
の
基
に

な
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
存
じ
上
げ
て
お
ら

ず
、
編
者
の
意
図
を
誤
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
節
に
は
お
詫
び
申
し

上
げ
る
。
本
書
に
関
心
を
覚
え
ら
れ
た
読
者
に

お
か
れ
て
は
、
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
ご
一
読
願
い

た
い
と
思
う
。

（
え
の
も
と
・
わ
た
る　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
）
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