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慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
開
設
五
十
年
記
念　

講
演
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

古
典
籍
の
探
求
─
書
誌
学
の
世
界
─

版
本
探
求
の
意
味
、
面
白
さ

井　

上　
　

進

　

西
欧
のbibliography

に
対
応
す
る
訳
語
で
は
書
誌
学
と
言
い
、
中
国
の
伝
統
的
な
学
問
体
系
か
ら
生
じ
て
き
た
名
で
は
目
録
学
、
あ

る
い
は
目
録
・
版
本
の
学
な
ど
と
言
わ
れ
る
学
問
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
辞
書
的
に
説
明
す
る
と
す
れ
ば
、

要
す
る
に
そ
れ
は
書
物
の
学
問
で
、
個
別
テ
キ
ス
ト
の
成
立
事
情
や
伝
来
、
版
本
問
題
、
ま
た
本
文
校
訂
、
あ
る
い
は
書
物
の
素
材
や
装

訂
な
ど
に
関
す
る
研
究
も
あ
れ
ば
、
あ
る
体
系
の
下
に
個
々
の
書
物
を
位
置
づ
け
て
目
録
化
す
る
こ
と
、
解
題
を
著
す
こ
と
、
ま
た
さ
ら

に
は
文
化
現
象
と
し
て
の
書
物
を
考
え
る
、
つ
ま
り
書
物
の
文
化
史
、
な
い
し
出
版
文
化
史
の
研
究
な
ど
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
、
と
い
っ

た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
書
物
の
学
問
は
、
古
人
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
書
を
読
む
に
要
領
を
知
」
る
た
め
の
も
の
（
張
之
洞
『
書
目
答
問
』
略
例
）、

よ
っ
て
「
目
録
の
学
は
、
学
中
第
一
の
緊
要
事
な
り
、
必
ず
こ
れ
よ
り
塗み
ち

を
問
い
、
は
じ
め
て
よ
く
そ
の
門
を
得
て
入
る
」
な
ど
と
言
わ

れ
た
り
も
す
る
（
王
鳴
盛
『
十
七
史
商
榷
』
一
）
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
い
や
し
く
も
人
文
系
の
諸
学
を
治
め
る
と
い
う
な
ら
、
何
を
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専
門
と
す
る
に
せ
よ
い
わ
ば
基
礎
的
素
養
と
し
て
、
目
録
学
に
つ
き
一
通
り
は
了
解
し
て
お
く
べ
き
だ
、
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
「
べ
き
」

と
そ
う
「
あ
る
」
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
一
致
し
な
い
。

い
つ
た
い
学
者
に
書
物
は
附
き
物
で
あ
る
。
が
、
学
者
な
ら
誰
で
も
書
物
の
こ
と
に
明
る
い
か
と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
ひ

で
あ
る
。
…
…
こ
れ
（
書
物
の
学
問
）
に
は
特
別
の
天
稟
と
修
業
と
が
要
る
か
ら
で
あ
る
。
書
物
の
こ
と
に
明
る
い
学
者
は
、
実
は

極
め
て
少
い
の
で
あ
る
。

　

疑
問
の
余
地
な
く
「
書
物
の
こ
と
に
明
る
い
学
者
」
で
あ
っ
た
神
田
喜
一
郎
は
、
か
つ
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
内
藤
湖

南
著
『
目
睹
書
譚
』
序
）
が
、
こ
れ
は
目
録
・
版
本
に
通
じ
た
学
者
が
「
実
は
極
め
て
少
な
い
」
と
い
う
事
実
を
す
こ
ぶ
る
率
直
に
、
あ

る
い
は
い
さ
さ
か
無
遠
慮
に
語
っ
た
こ
と
ば
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

じ
っ
さ
い
「
学
者
に
書
物
は
附
き
物
」
だ
か
ら
、「
学
者
な
ら
誰
で
も
書
物
の
こ
と
に
明
る
い
」
と
い
う
誤
解
は
、
当
の
「
学
者
」
自

身
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
方
面
の
学
者
が
、
そ
の
専
門
分
野
に
関
係
す
る
古
い
書
物
の
版
本
解
説
な
ど
を
す
る
と
、
ま
っ

た
く
滑
稽
で
幼
稚
な
誤
り
を
犯
し
な
が
ら
、
し
か
も
本
人
は
大
ま
じ
め
、
自
分
の
言
っ
て
い
る
こ
と
の
お
か
し
さ
に
全
然
気
が
つ
か
な
い
、

な
ど
と
い
う
の
は
ザ
ラ
に
あ
る
話
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
目
録
・
版
本
が
専
門
的
な
学
問
研
究
の
一
分
野
で
あ
る
の
な
ら
、
古
槧

旧
鈔
を
手
に
取
っ
て
見
た
こ
と
も
ロ
ク
に
な
く
、
普
通
本
の
山
と
格
闘
し
て
編
目
に
従
事
し
た
こ
と
も
な
い
人
が
、
ど
う
し
て
突
然
専
門

家
に
な
っ
た
か
の
ご
と
く
、
し
た
り
顔
で
版
本
を
語
っ
た
り
で
き
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
最
初
か
ら
無
理
な
話
で
あ
る
し
、
ま
た
ひ
と

つ
の
専
門
研
究
に
対
す
る
畏
れ
を
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
敬
意
を
欠
い
た
態
度
で
も
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
で
あ
る
。
た
し
か
に
書
物
の
学
問
に
通
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
相
応
の
「
修
業
」
は
む
ろ
ん
積
ま
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
そ

の
う
え
「
特
別
の
天
稟
」
が
必
要
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
目
録
・
版
本
と
い
う
の
は
、
容
易
に
は
普
通
の
人
の
接
近
を
許
さ
な
い
、
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何
や
ら
不
可
思
議
で
神
秘
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
は
ず
、
い
や
し
く
も
目
録
・
版
本
が
ひ
と
つ
の
学
問
で

あ
る
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
合
理
的
、
客
観
的
な
説
明
を
な
し
う
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
他
の
ど
ん
な
専
門
領
域
で
も
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
が
、
書
物
の
学
問
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
通
ず
る
門
戸
は
だ
れ
に
対
し
て
も

開
放
さ
れ
て
い
て
、
特
別
の
人
で
な
け
れ
ば
受
け
付
け
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
入
り
口
に
立
つ
に
は
、
単
に
興
味
が
あ

る
、
関
心
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
十
分
、
だ
い
た
い
最
初
か
ら
専
門
家
な
ん
て
人
が
い
る
は
ず
は
な
く
、
だ
れ
で
も
最
初
は
ズ
ブ
の
素
人

に
決
ま
っ
て
い
る
。

　

た
だ
そ
の
門
を
く
ぐ
っ
て
さ
ら
に
奥
へ
進
ん
で
い
こ
う
と
い
う
場
合
、
向
き
不
向
き
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

目
録
・
版
本
は
書
物
の
学
問
、
と
い
う
の
は
文
献
の
学
で
あ
る
と
同
時
に
モ
ノ
の
学
で
も
あ
る
わ
け
で
、
古
籍
そ
の
も
の
、
版
本
と
い
う

モ
ノ
に
愛
着
を
覚
え
な
い
人
は
、
こ
の
学
問
に
は
向
い
て
い
な
い
。
版
刻
や
鈔
写
の
み
ご
と
な
、
ま
た
紙
墨
装
訂
の
美
し
い
本
を
見
て
も

何
も
感
じ
な
い
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
み
ご
と
で
あ
る
と
も
美
し
い
と
も
感
じ
な
い
と
い
う
な
ら
、
そ
う
し
た
も
の
と
忍
耐
づ
よ
く
つ
き
あ

う
、
じ
っ
さ
い
あ
か
ら
さ
ま
に
言
う
な
ら
、
ひ
ど
く
辛
気
く
さ
い
作
業
を
延
々
と
続
け
る
こ
と
な
ど
、
と
て
も
不
可
能
に
違
い
な
い
。

　

学
問
研
究
と
い
う
の
は
理
性
の
い
と
な
み
、
た
し
か
に
そ
う
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
面
白
い
と
か
楽
し
い
と
い
う
感
覚
を
生

ま
な
い
の
な
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
対
象
に
な
ん
ら
の
愛
着
も
感
じ
な
い
の
な
ら
、
そ
の
研
究
に
従
事
し
つ
づ
け
る
な
ど
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。
な
ら
ば
書
物
の
学
問
に
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
面
白
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

目
録
・
版
本
の
学
で
昔
も
今
も
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
個
別
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
校
勘
学
や
版
本
学
的
研
究
、
つ
ま
り
あ
る

書
物
の
正
し
い
本
文
を
追
求
し
た
り
、
あ
る
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
テ
キ

ス
ト
と
他
の
テ
キ
ス
ト
と
の
位
置
関
係
を
探
っ
た
り
、
と
い
っ
た
研
究
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
私
が
今
行
な
っ
て
い
る
、
版
本
そ
れ
自
体
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を
史
料
と
す
る
研
究
を
例
と
し
て
、
そ
の
う
ち
の
興
趣
を
少
し
ば
か
り
述
べ
て
お
こ
う
。

　

な
お
私
が
謂
う
と
こ
ろ
の
、
版
本
そ
れ
自
体
を
史
料
と
す
る
研
究
と
は
何
の
こ
と
か
と
言
う
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
る
建
築
史
の
専

門
家
の
話
を
引
い
て
お
き
た
い
。
こ
の
先
生
、
私
に
と
っ
て
は
割
と
気
の
置
け
な
い
人
な
の
だ
が
、
か
な
り
昔
の
あ
る
時
私
に
向
か
っ
て

言
う
よ
う
、
お
前
ら
文
献
屋
は
書
物
を
史
料
と
し
て
読
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
オ
レ
た
ち
は
建
築
物
、

あ
る
い
は
そ
の
遺
構
、
遺
跡
を
史
料
と
し
て
読
ん
で
、
そ
れ
で
研
究
を
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
読
む
史
料
は
違
っ
て
も
、
や
っ
て
い
る

の
は
同
じ
こ
と
、
だ
か
ら
お
前
ら
ち
ょ
っ
と
ば
か
し
書
物
を
読
む
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ま
り
デ
カ
い
顔
を
す
る
な
、
と
。

　

断
っ
て
お
け
ば
、
私
は
自
分
が
少
し
ば
か
り
書
物
を
読
む
か
ら
と
い
っ
て
、
特
に
デ
カ
い
顔
を
し
た
覚
え
な
ど
な
い
の
だ
が
、
い
つ
も

文
献
屋
に
囲
ま
れ
つ
つ
仕
事
を
し
て
い
た
こ
の
工
学
博
士
か
ら
す
れ
ば
、
お
前
ら
文
献
屋
は
あ
た
か
も
モ
ノ
よ
り
文
献
の
方
が
偉
い
か
の

ご
と
く
に
振
舞
う
が
、
こ
れ
に
は
ま
っ
た
く
我
慢
な
ら
ん
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
こ
の
モ
ノ
の
説
は
な
か
な
か

に
説
得
的
、
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
私
が
よ
く
こ
の
説
に
共
感
で
き
た
ゆ
え
ん
は
、
自
分
も
モ
ノ

の
学
を
目
指
し
て
い
た
か
ら
、
む
ろ
ん
一
方
で
は
相
変
わ
ら
ず
文
献
屋
の
ま
ま
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
も
う
一
方
で
は
古
い
版
本
の
ひ
と
つ

ひ
と
つ
を
史
料
と
し
て
「
読
む
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
研
究
を
行
な
い
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
話
は
よ
う
や
く
具
体
的
に
な
っ
て
き
て
、
た
と
え
ば
国
立
公
文
書
館
に
蔵
さ
れ
る
会
通
館
活
字
印
本
『
錦
繍
万
花
谷
』
で
あ
る
。

こ
れ
は
弘
治
七
年
、
つ
ま
り
一
四
九
四
年
、
無
錫
の
華
燧
に
よ
っ
て
印
行
さ
れ
た
も
の
で
、
一
般
に
は
銅
活
字
本
と
さ
れ
る
は
な
は
だ
有

名
な
一
群
の
本
の
一
。
た
だ
し
こ
の
本
の
版
心
に
見
え
る
「
会
通
館
活
／
字
銅
版
印
」
の
文
字
は
、
潘
天
禎
が
指
摘
す
る
（「
明
代
無
錫

会
通
館
印
書
是
錫
活
字
本
」、
一
九
八
〇
、
今
は
『
潘
天
禎
文
集
』、
上
海
科
学
技
術
文
献
出
版
社
、
二
〇
〇
二
、
に
よ
る
）
と
お
り
、
決

し
て
銅
活
字
印
の
意
で
は
な
い
は
ず
で
、
こ
れ
も
潘
氏
が
別
の
史
料
に
よ
っ
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
実
際
に
は
お
そ
ら
く
錫
活
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字
本
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
こ
の
会
通
館
本
『
錦
繍
万
花
谷
』
で
あ
る
が
、
巻
端
に
冠
せ
ら
れ
る
弘
治
七
年
八
月
の
華
燧
序
を
読
む
と
、
こ
の
書
は
「
広
博
つ

ぶ
さ
に
備
わ
」
っ
て
い
て
学
ぶ
者
に
有
益
な
の
で
、「
提
学
僉
憲
（
南
直
の
提
督
学
校
で
あ
る
御
史
。「
僉
憲
」
は
僉
都
御
史
の
意
だ
が
、

提
学
と
な
る
の
は
ふ
つ
う
巡
按
御
史
で
、
こ
こ
で
も
そ
う
な
の
で
は
な
い
か
）
胡
先
生
が
翻
印
の
盛
心
、
吾
が
郡
大
夫
（
常
州
知
府
）
華

侯
が
転
委
の
美
意
」
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
と
あ
り
、
つ
ま
り
は
南
直
提
学
の
意
向
を
受
け
て
、
弘
治
七
年
に
会
通
館
よ
り
初
め
て
印
行

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
北
京
の
国
家
図
書
館
（
北
京
図
書
館
）
館
目
に
著
録
さ
れ
る
会
通
館
本
『
錦
繍
万
花
谷
』
は
弘
治
五
年
印
と
い
い
、

か
つ
版
式
に
つ
い
て
も
、
公
文
書
館
本
が
四
周
単
辺
な
の
に
対
し
北
図
本
は
四
周
双
辺
、
実
物
を
見
て
い
な
い
の
は
い
か
に
も
遺
憾
な
が

ら
、
こ
れ
は
や
は
り
別
版
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
ち
ら
は
実
査
し
て
い
て
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
台
北
の
国
家
図
書

館
（
か
つ
て
の
中
央
図
書
館
）
に
は
『
会
通
館
印
正
錦
繍
万
花
谷
』
と
い
う
も
の
が
二
部
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
上
記
の
二
本
が
宋
版

以
来
の
前
後
続
集
各
四
十
巻
、
共
に
百
二
十
巻
と
い
う
体
裁
な
の
に
対
し
一
集
一
百
巻
、
し
か
も
こ
の
二
部
は
版
式
も
少
し
く
異
な
れ
ば
、

排
字
も
明
ら
か
に
別
で
あ
っ
て
、
そ
の
異
版
た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

あ
る
ひ
と
つ
の
書
物
に
い
く
つ
も
の
版
が
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
は
、
別
に
珍
し
く
と
も
な
ん
と
も
な
い
、
ご
く
ご
く
当
た
り
前

の
話
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
『
錦
繍
万
花
谷
』
の
場
合
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
同
じ
人
物
が
、
同
じ
書
物
を
繰
り
か
え
し
何
度
も
出
版

し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
尋
常
で
な
い
。
な
ら
ば
こ
う
し
た
現
象
は
い
か
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
答
え
を
探
る

に
は
、
明
代
中
期
の
書
物
事
情
な
い
し
読
書
事
情
、
無
錫
華
氏
会
通
館
が
行
な
っ
て
い
た
出
版
活
動
の
特
性
、
さ
ら
に
活
版
と
い
う
も
の

の
一
般
的
性
格
な
ど
を
勘
案
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
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そ
し
て
会
通
館
の
出
版
活
動
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
活
版
の
一
般
的
性
格
を
考
え
る
と
な
れ
ば
、
単
に
『
錦
繍

万
花
谷
』
一
書
だ
け
で
な
く
、
会
通
館
の
出
版
書
、
さ
ら
に
は
明
代
中
期
の
活
版
書
を
で
き
る
だ
け
網
羅
的
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
実
査
し
て
、

そ
の
本
に
即
し
た
知
見
を
蓄
積
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
明
代
中
期
の
書
物
事
情
な
い
し
読
書
事
情
を
知
ろ
う
と
い
う
な
ら
、

こ
の
時
代
の
書
物
を
で
き
る
だ
け
多
く
見
て
、
当
時
の
書
物
の
あ
り
方
、
出
版
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
版
本
を
史
料
と
し
て
「
読
む
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
ま
た
か
な
り
の
部
分
が
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
だ
ろ
う
ジ
グ
ゾ
ー
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
を
、
一
片
一
片
丹
念
に
、
辛
抱
づ
よ
く
収
集
し
な
が
ら
、
そ
の
各
片
が
占
め
る
べ
き
位
置
を

考
え
、
ま
た
そ
れ
ら
の
全
体
像
を
証
拠
と
論
理
に
よ
っ
て
復
元
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
は
な
か
な
か
ど
う
し
て
知
的
な
ス

リ
ル
が
感
じ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
そ
う
し
た
知
的
ス
リ
ル
を
味
わ
う
た
め
に
は
、
労
多
く
し
て
功
少
な
い
作
業
に
黙
々
と
従

事
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
、
こ
れ
に
よ
く
耐
え
る
に
は
、
す
で
に
言
及
し
た
ご
と
く
、
古
い
書
物
に
対
す
る
愛
情
が
ど
う
し

て
も
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
つ
い
で
に
言
っ
て
お
く
と
、
モ
ノ
の
調
査
は
決
し
て
宝
探
し
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
宝
探
し
的
な
興
味
と
興
奮
が
存
在
す
る

の
も
事
実
で
あ
っ
て
、
調
査
の
過
程
で
意
外
な
発
見
が
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
覚
え
ず
う
れ
し
く
な
る
の
は
人
情
の
自
然
で
あ
る
。
会
通
館

本
に
ち
な
ん
で
言
え
ば
、
台
北
・
国
家
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る
『
錦
繍
万
花
谷
』
の
異
版
を
こ
の
目
で
確
認
し
た
時
に
は
、
目
録
を
通
じ
て

そ
の
書
誌
の
基
本
は
す
で
に
承
知
し
て
い
た
も
の
の
、
や
は
り
あ
る
種
の
感
動
を
覚
え
た
し
、
ま
た
台
北
・
故
宮
博
物
院
蔵
の
『
会
通
館

印
正
文
苑
英
華
纂
要
・
辨
証
』、
お
よ
び
台
北
・
国
家
図
書
館
蔵
の
同
『
辨
証
』
が
、
と
も
に
目
録
に
あ
る
と
お
り
の
原
版
で
は
な
く
翻
版
、

と
い
う
の
は
活
版
な
ら
ぬ
活
版
を
底
本
と
し
た
整
版
本
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
時
に
は
、
何
や
ら
ち
ょ
っ
と
し
た
「
発
見
」
を
し
た
よ

う
な
気
分
で
あ
っ
た
。
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も
ち
ろ
ん
本
来
は
会
通
館
の
活
版
本
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
と
言
え
ば
遺
憾
で
あ
っ

た
け
れ
ど
、
活
版
の
整
版
化
と
い
う
一
般
的
傾
向
が
、
こ
こ
で
も
確
認
で
き
た
こ
と
は
な
お
収
穫
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
「
小
人
は
人
の
美

を
成
す
を
欲
せ
ず
」
で
、
北
平
図
書
館
以
来
の
著
録
ミ
ス
を
自
分
が
見
つ
け
た
こ
と
に
は
、
正
直
言
っ
て
ち
ょ
っ
と
ば
か
し
愉
快
を
感
じ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
中
之
島
図
書
館
で
約
嘉
靖
中
刊
本
『
新
刊
校
正
音
釈
春
秋
』
を
閲
覧
す
る
と
、
そ
の
巻
首
の
胡
安
国
序
に
「
新
刊
会
通
館

校
正
音
釈
春
秋
序
」
と
い
う
標
題
が
つ
い
て
い
て
、
そ
れ
が
莫
伯
驥
『
五
十
万
巻
楼
羣
書
跋
文
』
に
著
録
さ
れ
る
「
明
会
通
館
活
字
銅
板

校
正
音
釈
春
秋
」
に
由
来
す
る
と
知
れ
た
時
も
「
お
っ
」
と
思
っ
た
し
、
寛
永
三
年
梅
寿
印
行
の
古
活
字
版
に
も
と
づ
く
寛
永
七
年
梅
寿

重
刊
本
『
会
通
館
翻
印
素
問
玄
機
原
病
式
』
に
よ
っ
て
、
会
通
館
印
行
書
に
新
た
な
一
種
を
加
え
ら
れ
た
─
今
ま
で
こ
の
書
と
会
通
館

を
結
び
つ
け
て
語
っ
た
文
章
は
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
─
時
に
も
、
や
は
り
さ
さ
や
か
な
が
ら
一
種
の
得
意
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

書
物
の
山
を
か
き
分
け
て
い
る
と
、
こ
の
程
度
の
「
発
見
」
に
は
よ
く
出
く
わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。


