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究
・
第
一
八
号
（
繭
九
七
九
・
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七
）

『
中
国
版
刻
図
録
』

と

『
韓
国
古
印
刷
史
』

土
屋
紀
義

・
書
物
の
歴
史
に
お
い
て
、
印
刷
術
の
導
入
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ

。
ず
西
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
印
刷
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
程
に
容
易
に
、
複
数
の
版
本
が
生
産
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
ど
い
ケ
こ
と
は
、
知
識
の
伝
達
と
享
受
に
計
り
知
れ
な
い
便
宜

を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
版
本
が
、
近
代
的
な
印
刷
事
業
が
世
界

を
三
国
す
る
ま
で
に
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ
た
の
か
、
そ
れ

を
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
、
我
々
の
祖
先
の
文
化
的
な
営
み
の
本
質
を

．
さ
ぐ
り
あ
て
る
一
助
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
書
誌

学
の
任
務
は
、
究
極
的
な
目
標
を
あ
げ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
こ
ま
で
行

ぎ
つ
く
も
の
で
あ
ろ
ヶ
。
版
本
が
、
写
本
と
区
別
弄
れ
、
そ
れ
だ
け

で
取
扱
わ
れ
る
意
味
も
、
．
そ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。
前
者
が
、
あ
く

ま
で
も
、
出
版
者
以
外
の
複
数
の
読
者
を
前
提
し
て
塾
る
の
に
対
し

て
、
後
者
は
、
’
書
写
者
個
人
の
受
用
に
供
せ
ら
れ
る
に
限
ら
れ
る
場

合
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
印
刷
術
の
利
用
以
後
、
そ
の
傾
向
は
一
層
強

く
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
　
こ
こ
に
取
り
あ
げ
る
二
つ
の
書
物
は
、
版
本
の
歴
史
的
あ
ゆ
み
を

あ
と
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
書
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
書
誌
学

と
W
う
学
問
の
持
つ
本
質
的
性
格
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
書
物

で
あ
る
。
書
誌
学
は
、
抽
象
的
観
念
を
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
書
物
と
い
う
具
体
的
も
の
を
離
れ
た
ら
成
り
立
ち
得
な
い
ゆ

文
献
史
料
を
補
助
的
な
材
料
と
し
て
取
り
扱
か
う
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
あ
ぐ
ま
で
庵
二
義
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
現
物
に

就
か
な
い
書
誌
学
な
ど
砂
上
の
楼
閣
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
よ

り
、
砂
上
の
楼
閣
を
築
く
こ
と
で
さ
え
も
不
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
に
困
難
が
生
じ
て
く
る
。
あ
く
ま
で
も
現
物
に
就
く
と
い

一
っ
て
も
、
国
内
各
地
に
分
散
し
、
あ
る
い
は
、
国
外
に
す
ら
数
多
く

あ
る
資
料
に
一
々
あ
た
る
こ
と
は
、
並
大
抵
で
で
き
る
仕
事
で
は
な

い
。
こ
の
ガ
盾
の
一
部
で
も
解
消
す
る
た
め
に
、
す
ぐ
れ
た
図
録
の

必
要
性
が
出
て
く
る
。
逆
に
、
書
物
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
著
作
が
、
説
得
力
を
待
つ
た
め
に
は
、
あ
る
体
系
の
も
と
に

．
有
機
的
に
配
列
さ
れ
た
優
れ
た
図
録
を
伴
な
う
こ
と
は
必
須
の
条
件

で
あ
る
。

［
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す
で
に
二
十
年
近
く
も
前
に
出
版
さ
れ
た
『
中
国
版
刻
図
録
』

　
（
北
京
図
書
館
編
、
一
九
六
〇
年
一
〇
月
初
版
、
一
九
六
一
年
三
月

再
版
。
当
館
に
は
初
版
の
み
を
蔵
す
。
「
請
求
記
号
8
①
一
℃
お
け
。
東

洋
文
庫
に
再
版
の
み
を
蔵
す
。
）
と
一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
韓

国
古
印
刷
史
』
（
韓
国
図
書
館
学
研
究
会
編
、
日
本
語
版
一
九
七
八

年
五
月
出
版
。
、
当
館
に
は
へ
元
版
及
び
日
本
語
版
を
蔵
す
。
請
求
記

号
は
、
．
そ
れ
ぞ
れ
磯
始
卜
。
H
l
卜
。
刈
と
磯
b
卜
。
H
－
N
①
Y
は
、
右
に
述
べ
た
、

よ
う
な
必
要
性
を
満
た
し
て
い
る
数
少
な
い
業
績
の
う
ち
に
入
る
も

の
で
あ
る
。

　
」
簡
潔
な
書
誌
学
的
記
述
か
ら
な
る
一
点
一
点
の
解
説
を
納
め
た
第

一
冊
子
、
精
巧
な
図
録
を
残
り
の
七
冊
に
配
し
た
そ
れ
ぞ
れ
巨
冊
の

線
装
本
で
あ
る
前
者
は
、
そ
の
書
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
原
則

と
し
て
現
物
大
の
複
製
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ち
、
版
本
の
歴
史
的

な
あ
ゆ
み
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
語
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
v
図
録
の
他
に
B
・
四
獣
で
百
ペ
ー
ジ

を
越
え
る
長
大
な
歴
史
的
叙
述
を
配
し
て
い
る
洋
装
本
一
冊
で
あ
．

る
。

　
・
『
中
国
版
刻
図
録
』
に
つ
い
て
は
馬
す
で
に
、
倉
田
淳
之
助
氏
に

よ
っ
て
、
非
常
に
行
き
と
ど
い
た
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
（
［
ビ
ブ
幽

、
リ
ア
」
二
三
号
、
、
書
評
欄
一
九
六
二
年
一
〇
月
〉
　
「
倉
田
氏
の
紹
介

．
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
物
の
特
徴
と
長
所
が
非
常
に
嫁
つ
き
り
と
理
解

で
き
る
，
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
の
書
評
を
是
非
一
噛
臥
せ
ち
れ
た
「

い
。

　
　
■
こ
の
書
物
の
編
者
が
、
恐
ら
く
大
い
に
意
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る

　
点
で
、
図
の
配
置
を
時
代
別
だ
け
で
な
く
、
同
一
時
代
の
中
で
の
配
．

　
列
を
地
域
別
で
行
な
う
方
針
を
強
く
打
出
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
』

　
わ
ず
か
に
半
年
た
ら
ず
の
問
に
改
訂
版
を
出
し
て
、
何
を
変
え
た
か

　
と
い
う
と
馬
清
代
の
資
料
例
を
倍
に
増
や
し
た
こ
と
と
、
あ
と
は
地

　
域
に
よ
る
配
列
を
よ
り
厳
密
に
体
系
化
し
た
に
略
ぼ
っ
き
る
。
他

　
は
、
解
説
文
の
極
く
一
部
に
内
容
と
は
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
ら
な
い
変
、

　
更
を
加
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
し
て
も
、
編
者
の

・
・
意
図
の
所
在
が
良
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
時

・
代
は
違
っ
で
も
、
同
一
地
方
の
版
本
に
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で

　
・
き
、
ま
た
、
逆
に
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
・
，
同
一
時
代
の
版
本
で
も
、

　
出
版
さ
れ
た
地
方
が
違
う
こ
と
に
よ
っ
て
相
当
な
相
違
の
生
じ
て
い

　
る
て
と
が
一
目
瞭
然
に
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
，

ひ
ま
で
困
難
で
あ
っ
た
版
本
の
時
代
決
定
が
容
易
に
な
っ
た
ζ
と
は
、

　
い
わ
ず
も
が
な
ハ
版
本
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
も
よ
り
確
か
な
手
が

　
か
り
が
得
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、
版
本
を
、
ど
の
時

　
代
、
年
代
に
帰
属
さ
ぜ
る
か
と
い
う
判
定
が
下
し
易
く
な
る
で
あ
ろ
」

　
ケ
。
倉
田
氏
は
、
．
解
説
、
園
録
の
中
が
ら
惑
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

　
三
寸
す
べ
き
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
時
代
に
よ
る
匡
郭
の
変
化
、
刻

　
旧
名
の
調
査
を
馬
こ
れ
ま
で
比
較
的
進
ん
で
い
る
省
筆
版
か
ら
、
さ
・

　
ら
に
明
版
以
降
に
つ
い
て
ま
で
拡
げ
る
べ
き
こ
と
、
書
体
め
違
い
を

、，

ｮ
理
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
代
的
、
地
域
的
特
徴
を
つ
か
む
ζ
、

　
、
と
．
．
そ
の
他
数
点
。
・
五
百
件
を
越
え
る
資
料
が
七
百
葉
に
達
す
る
図

［蓋一



版
に
よ
っ
て
、
・
一
点
に
集
め
ら
れ
た
結
果
、
こ
れ
ま
で
、
，
漠
然
と
わ

か
っ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
が
よ
り
は
つ
き
り
と
し
、
見
え
な
か
っ
た

こ
と
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
新
た
な
課
題
が
提
出
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
倉
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
書
物
は
、
欠
点
の

存
在
を
免
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
馬
そ
れ
は
、
新
た
な
研

究
の
出
発
点
と
も
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
『
韓
国
古
印
刷

史
』
は
、
朝
鮮
印
刷
史
概
説
と
、
図
録
と
の
両
方
の
役
割
を
果
た
す

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
，
一
冊
の
本
の
中
に
こ
の
二
つ
の
要
素
を
は

め
込
ん
だ
結
果
、
や
や
内
容
に
統
一
の
欠
け
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た

こ
と
は
否
め
な
い
。

　
そ
の
内
容
は
、
大
き
く
三
編
に
分
け
ら
れ
る
。
第
L
編
が
、
さ
ら

に
、
一
、
木
版
印
刷
術
の
濫
筋
お
よ
び
普
及
、
二
、
木
版
印
刷
術
の

発
達
￥
三
、
活
字
印
刷
術
の
起
源
お
よ
び
発
達
、
の
三
章
に
分
か
れ

て
い
る
。
こ
の
い
わ
ぽ
朝
鮮
印
刷
史
概
説
と
い
う
部
分
に
お
い
て
、
．

著
者
が
最
も
力
を
注
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
近
来
の
発
見
に

係
る
資
料
に
よ
っ
て
、
従
来
の
学
説
の
再
構
成
を
目
論
み
、
か
つ
、

近
世
朝
鮮
の
印
刷
術
の
精
華
と
も
言
う
べ
き
、
活
字
印
刷
術
の
展
開

を
詳
細
に
あ
と
づ
け
る
と
い
う
二
つ
の
点
で
あ
る
。
、
こ
の
二
点
の
論

述
を
通
じ
て
、
さ
与
に
、
韓
国
の
古
印
刷
術
が
《
世
界
印
刷
史
上
に

お
い
て
、
如
何
に
高
い
位
置
を
占
め
て
い
允
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ま
ず
、
第
」
に
、
新
羅
時
代

の
陀
羅
尼
印
経
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
従
来
、
世
界
最
古
の
印
刷
さ

れ
た
「
書
物
」
と
さ
れ
て
い
た
σ
は
、
日
本
の
法
隆
寺
に
所
蔵
さ
れ

・
て
い
た
百
万
塔
陀
羅
尼
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
新
羅
の
陀
羅
尼
印
経

が
、
こ
れ
よ
り
も
二
十
年
程
さ
か
の
ぼ
り
得
る
こ
と
を
論
証
し
、
さ

ら
に
、
そ
の
印
刷
方
法
等
の
詳
細
な
点
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
年
代

’
的
に
早
い
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
駆

る
。
つ
い
で
、
記
念
碑
的
事
業
と
し
て
、
高
麗
版
大
蔵
経
が
ど
か
あ

げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
成
果
の
集
大
成
と
も
い
え
る
形

で
、
活
字
印
刷
術
の
展
開
が
あ
と
づ
け
も
れ
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
の

古
版
本
史
に
お
い
て
、
活
字
本
が
、
－
そ
の
中
心
を
な
し
て
お
り
、
し

か
も
、
そ
れ
が
非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
畠
特
徴

で
あ
る
こ
と
は
㍉
今
さ
ち
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
　
一

，
て
、
叙
述
の
重
点
は
、
当
然
そ
こ
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
、
た
」
六

だ
、
一
般
的
な
概
説
と
い
う
観
点
か
ち
言
え
ば
、
た
と
え
二
義
的
な
　
　
一

も
の
で
あ
れ
、
し
か
も
、
・
朝
鮮
印
刷
史
の
初
期
に
お
い
て
は
非
常
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
整
版
印
刷
術
の
そ
の
後
の
展
開
に
つ

い
て
触
れ
て
ほ
し
い
し
、
ま
だ
、
何
故
、
活
字
印
刷
術
が
、
近
世
に

幽
お
，
い
て
、
か
ほ
ど
に
盛
行
し
た
の
か
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
も
考
察

が
ほ
し
い
。
と
り
わ
け
、
隣
接
す
る
中
国
、
日
本
に
お
い
て
、
、
夫
々

の
近
世
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
高
揚
し
た
出
版
文
化
を
支
え
て
い
た
の

が
、
整
版
印
刷
術
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
点
は
、
一

層
重
要
に
な
っ
て
く
惹
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
書
物
の
出
版
は
、
文
化
の
伝
達
と
必
ず
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
来
」
書
物
は
特
殊
な
美
術
品
で
は
な
い
は
ず



で
あ
る
。
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
と
限
ら
ず
、
広
範
な
出
版
文
化
か
ら

遊
離
し
た
、
出
版
物
が
、
如
何
に
優
美
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ

、
は
、
一
種
の
奇
型
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
叢
い
か
。

　
第
二
編
は
、
英
文
の
梗
概
で
あ
る
か
ら
、
特
に
と
り
あ
げ
る
必
要

は
な
い
。
’

’
第
三
編
が
、
恐
ら
滅
、
本
書
の
目
玉
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
、
殆
ん
ど
類
書
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内

容
は
、
学
、
古
活
字
標
本
お
よ
び
解
説
、
二
馬
韓
国
古
活
字
年
表
、

三
、
．
韓
国
古
活
字
対
比
表
、
，
か
ら
な
っ
て
い
る
。
　
一
で
は
、
実
物
大

の
複
製
標
本
一
っ
一
つ
に
か
な
り
詳
細
な
解
説
を
っ
け
、
こ
れ
を
活

字
の
種
別
に
よ
っ
て
配
列
し
て
い
る
。
二
は
、
古
活
字
史
の
詳
細
な

年
表
、
三
は
同
一
の
字
を
活
字
の
種
別
に
よ
っ
て
、
対
照
し
た
表
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
字
の
特
徴
、
，
相
違
が
一
目
で
わ
か
る
様
な
工
・

夫
が
し
て
あ
る
。
複
製
は
こ
非
常
に
良
《
で
き
て
お
り
、
実
物
の
お

も
か
げ
を
十
分
に
伝
え
る
こ
と
に
庇
淫
し
て
い
る
。
三
つ
の
項
目
と

．
も
に
、
朝
鮮
古
活
字
の
特
徴
を
十
分
に
把
握
し
て
構
成
さ
煎
て
お
・

り
、
そ
の
内
容
の
充
実
度
か
ら
行
っ
て
も
、
今
後
の
古
活
字
版
研
究

は
、
本
書
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
成
り
立
ち
え

、
な
い
で
あ
ろ
う
。

．
な
お
、
当
館
に
は
，
」
韓
国
図
書
館
学
研
究
会
編
．
『
韓
国
古
印
刷
資

料
目
録
」
（
請
求
記
号
d
ζ
N
G
。
一
N
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
・

『
韓
国
古
印
刷
史
』
’
に
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
簡
略
で
は
あ
る
が
、

図
録
は
、
整
版
の
書
物
、
版
木
、
印
刷
用
具
に
ま
で
及
び
、
．
回
る
か

に
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
。
両
書
を
あ
わ
せ
見
る
こ
と
に
よ
う

て
、
さ
ら
に
広
い
展
望
の
も
と
に
、
朝
鮮
の
古
印
刷
術
史
を
通
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
筆
者
が
利
用
し
た
日
本
語
訳
本
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
・

お
き
た
い
。
・
こ
の
訳
本
は
、
誤
植
が
む
や
み
や
た
ら
に
多
い
と
い
う

重
大
な
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
。
さ
し
て
詳
細
に
調
べ
た
わ
け
で
も
な

．
い
の
に
、
二
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
に
一
個
程
の
割
合
で
誤
植
が
あ
ら
わ
れ
．

る
。
余
程
杜
撰
な
校
正
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
、
日
本
語

訳
を
利
用
す
る
際
に
は
、
相
当
の
注
意
を
必
要
と
す
る
。
訳
語
に

も
、
日
常
の
日
本
語
の
感
じ
か
ら
は
、
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
雇
え
な

い
個
所
が
散
見
す
る
。
改
訳
、
改
版
の
際
に
は
、
こ
の
点
を
是
非
改

善
し
て
も
ら
い
た
い
。
折
角
の
優
れ
た
内
容
の
書
物
に
大
き
な
傷
を

つ
け
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
ち
や
・
の
り
よ
し
　
一
般
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