
中
国
随
筆
索
引

京
都
大
挙
東
洋
史
研
究
会
縞

一
九
五
四
年
十
月
日
本
車
術
振
興
曾
刊
行
'

A
5
判
一

O
一
八
頁
定
価
一

0
0
0同
・

534 

中
園
の
隠
筆
類
の
書
物
は
必
び
た
だ
し
い
量
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
記
述
さ
れ

て
い
る
事
が
ら
は
多
く
む
方
面
に
わ
た
り
、
車
に
歴
史
の
材
料
と
し
て
見

τも、

貴
重
な
知
識
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
q
と
こ
ろ
が
そ
の
目
録
は
大
む
ね
不
完

全
で
あ
り
、
ま
ヮ
た
く
欠
け

τい
る
本
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
書
物
を
す

べ
て
通
讃
す
る
こ
と
は
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ

L
K
索
引
の
必

要
が
宕
こ
る
。
本
書
は
唐
代
以
後
、
清
末
民
園
初
年
に
い
た
る
約
一
千
年
間
の

随
筆
百
六
十
種
の
目
録
索
引
で
あ
る
。
そ
の
睦
裁
は
宮
崎
市
定
教
授
の
序
文
に

見
え
る
ご
と
く
、
ほ
ど
太
田
篤
三
郎
氏
の
「
日
本
随
筆
索
引
」
の
形
に
近
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
の
一
節
、
ヂ
つ
を
大
臨
も
と
の
表
題
と
計
り
に
し
る
し
た
カ
ー

ド
を
主
鰻
と
す
る
。
そ
の
表
題
の
中
の
重
要
な
事
項
を
人
名
・
地
名
の
類
は
そ

の
第
一
宇
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
の
事
項
は
表
題
中
か
ら
遁
嘗
な
一
宇
を
え
ら
び

出
し
て
、
こ
れ
を
漢
字
一
菅
(
わ
が
閣
の
慣
用
の
漢
語
日
に
よ
る
も
の
が
多
い
)
の

五
十
菅
順
に
排
列
し
て
あ
る
。
例
え
ば
宋
の
司
馬
光
(
一
司
馬
温
公
)
に
つ
い
て

の
記
事
を
検
索
し
よ
う
と
思
う
人
は
、
シ
の
司
字
の
部
を
開
け
ば
よ
く
、
同
じ

く
司
馬
光
に
閲
す
る
事
賓
で
も
、
「
海
水
記
聞
」
と
い
う
本
が
普
遁
は
司
馬
光
の

著
述
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
賓
は
そ
う
で
な
い
こ
と
に
閲
す
る
記
事
は
ソ
グ
の
深

の
字
の
部
に
も
重
ね
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
イ
の
韻
の
字
の
躍
を
開
く
と
、

夫
誤
・
和
韻
な
と
に
つ
い
て
の
記
事
が
と
の
審
物
の
何
巻
に
の
せ
て
あ
る
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
文
字
を
含
む
二
字
以
上
の
成
語
の
場

合
、
第
一
字
で
引
け
る
も
の
と
、
そ
の
最
後
の
文
字
で
引
け
る
も
の
と
が
あ
る

の
は
、
一
見
雑
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
賓
は
か
え
っ
て
便
利
で
あ

る
。
上
に
あ
げ
た
例
で
い
え
ば
次
韻
の
項
目
と
和
韻
の
項
目
と
が
同
じ
ペ
ー
ジ

に
あ
る
の
は
、
一
方
を
引
い
た
だ
け
で
、
そ
れ
に
関
連
の
あ
る
他
の
項
目
も
一

し
ょ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
の
経
済
に
な
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。
表
題
が
ご
っ
以
上
の
事
が
ら
に
わ
た
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
南
方

で
引
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
も
(
つ
ま
り
重
出
・
爾
見
し
て

い
る
)
や
は
り
親
切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

4

鈷
は
幅
削
集
者
の
苦
心
の
存
す
る
と
ζ
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ろ
で
あ
ろ
う
。

も
し
も
こ
の
索
引
に
よ
っ
て
中
園
の
随
筆
の
内
容
が
の
ζ

ら
や
ノ
わ
か
る
と
考

え
る
人
が
あ
っ
た
唱
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
失
望
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
書
物

は
正
確
に
い
え
ば
「
随
筆
の
表
題
の
索
引
」
で
あ
っ
て
、
内
容
の
索
引
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
書
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
内

容
の
乞
の
黙
に
関
心
を
有
す
る
か
は
、
讃
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
智
こ
と
な
る
も
り

で
あ
る
。
従
っ
て
も
し
も
完
全
な
内
容
索
引
が
要
求
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
目
的

に
よ
っ
て
別
々
の
索
引
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
政
治
史
・
経
済

史
・
社
曾
史
、
あ
る
い
は
思
想
史
・
文
皐
史
そ
の
他
種
々
の
部
門
に
わ
た
る
索

引
が
編
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
圏
で
作
ら
れ
た
こ
の
種
の
索
引

で
多
く
の
方
面
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
評
者
の
管
見
に
入
っ
た
と
こ
ろ

で
は
、
物
集
高
見
の
「
群
雲
索
引
」
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
物
集
氏
の
ほ
と
ん

.
と
金
生
涯
の
力
に
よ
っ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
時
聞
を
費
や
す

こ
と
は
今
日
で
は
不
可
能
に
近
い
。
本
書
は
五
年
を
こ
え
る
月
日
(
そ
れ
は
東

洋
史
研
究
室
の
人
々
の
飴
暇
を
さ
い
て
の
仕
事
で
あ
っ
た
)
の
た
ゆ
ま
ざ
る
努

力
の
結
晶
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
針
し
大
き
お
感
謝
を
さ
L

げ
た
く
思

よ
ソ
。

以
上
は
主
と
し
て
本
書
の
編
集
に
つ
い
て
の
紹
介
と
批
評
で
あ
る
が
、
と
れ

に
関
連
し
て
本
書
に
攻
め
ら
れ
た
書
物
の
選
び
方
に
少
し
く
問
題
が
あ
る
。
そ

れ
は
巻
頭
の
凡
例
に
見
え
る
ご
と
く
、
百
六
十
種
の
随
筆
が
牧
め
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
宋
代
の
太
平
贋
記
や
夷
堅
志
、
清
朝
で
は
虞
初
新

怠
や
関
徴
草
堂
筆
記
の
た
ぐ
い
の
普
通
は
小
説
(
フ
イ
グ
シ
ョ
ン
)
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
本
と
、
栄
代
の
容
粛
随
筆
や
奨
辛
雑
識
、
清
朝
で
は
晴
亭
雑
録
の

よ
う
な
事
賓
と
し
て
の
逸
話
を
集
録
し
た
本
と
、
さ
ら
に
宋
の
閤
準
記
聞
、
清

朝
の
日
知
録
や
十
七
史
商
権
や
奨
巳
類
稿
の
た
ぐ
い
の
事
賓
の
考
設
を
目
的
と

し
だ
本
、
以
上
の
三
類
が
一
様
に
の
せ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
(
も
ち
ろ
ん
乙
の

コ
一
類
の
全
部
あ
る
い
は
二
類
に
ま
た
が
る
本
も
あ
り
、
そ
の
外
に
東
京
夢
華
鍛

や
燕
京
歳
時
記
の
よ
う
な
通
常
随
筆
と
よ
ば
れ
な
い
書
物
も
含
ま
れ
る
)
。
こ
む

三
類
の
書
物
は
宕
の
b
の
目
的
を
具
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
讃
者
の

利
用
の
し
か
た
も
異
な
る
は
や

J

で
あ
る
。
そ
れ
が
一
見
無
選
操
に
同
じ
よ
う
に

各
項
目
の
中
に
な
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
讃
者
を
迷
わ
せ
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
。

だ
か
ら
こ
の
馳
に
つ
い
て
は
編
者
が
一
言
解
説
を
加
え
て
訟
い
て
い
た
だ
い
た

ら
、
讃
者
の
誤
解
を
避
け
え
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ

も
或
い
は
私
の
無
用
の
け
ね
ん
か
も
知
れ
な
い
。
賢
明
な
讃
者
は
過
賞
な
解
題

書
(
た
と
え
ば
四
庫
金
書
簡
明
目
録
ま
た
は
線
目
提
要
)
を
参
考
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
渇
失
を
せ
吋
に
す
む
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
利
用
の
目
的
に
よ
っ
て
は
、

そ
の
よ
う
な
顧
慮
を
必
要
と
し
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
私
が
本
書
を
ひ
も
と
く
う
ち
に
知
り
え
た
一
つ
の
事
賓
を
あ
げ
、
本

書
が
私
の
よ
う
な
中
闘
の
車
語
の
歴
史
に
興
味
を
も
フ
も
の
に
と
っ
て
も
少
な

か
ら
歩
役
立
つ
こ
と
の
一
設
と
し
た
い
。
そ
れ
は
「
庖
」
の
字
の
用
法
で
あ
る
。

こ
の
字
は
字
曹
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
鯨
海
に
は
「
躍
な
り
、
貨
を
置
わ
え
物

を
ひ
さ
ぐ
の
慮
」
と
あ
っ
て
、
宋
史
越
普
俸
の
「
管
新
居
規
制
」
を
引
き
、
辞

げ
ん
し
ん

源
も
説
明
は
同
じ
で
、
た
ど
唐
の
元
桶
の
「
居
合
無
畑
宮
樹
総
」
の
詩
句
を
引

く
の
が
異
な
る
の
み
で
あ
る
。
康
照
字
典
に
は
桂
豹
の
古
今
注
を
引
い
て
解
脚
押

し
て
あ
る
が
、
「
屈
は
置
な
り
。
貨
を
置
わ
え
物
を
ひ
さ
ぐ
所
以
な
り
」
と
あ
ヲ

て
同
じ
ζ

と
に
な
る
(
前
の
二
つ
の
字
書
は
結
局
こ
の
字
典
の
解
揮
を
そ
の
ま

ま
使
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
)
。
つ
ま
り
居
は
日
本
語
の
ミ
セ
に
あ
た
る
こ
と
は
分

る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
唐
詩
の
中
で
は
ζ

の
字
は
や
L

異
な
っ
た
意
味
を
有
す
る
。
た
と

え
ば
混
箆
銘
の
有
名
在
詩
句
「
難
盤
茅
屈
の
月
、
人
跡
板
橋
の
霜
L

で
は
、
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貯
は
た
ど
何
か
を
寅
る
み
せ
な
の
で
は
な
く
、
放
館
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
倒
文
報
府
の
去
麓
二
十
九
(
巻
入
入
〉
の
居
の
僚
に
あ
げ
ら

れ
た
多
く
の
使
用
例
を
遁
賢
す
る
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
L

に
は

と
う
き
ょ
う

O

と

ぎ

，

一
例
だ
け
を
引
こ
う
。
村
屈
の
下
に
護
輩
の
詩
句
「
村
居
門
を
関
せ
り
何
の
魔

に
か
宿
せ
ん
、
夜
深
け
て
遥
か
に
渡
江
の
舶
を
喚
ぶ
」
か
よ
び
羅
隠
の
「
村
居

酒
旗
竹
葉
を
泊
り
、
野
橋
梅
雨
草
花
に
泊
す
」
を
あ
げ
て
あ
る
。
前
の
詩

の
村
屈
は
恐
ら
く
技
館
で
あ
り
、
後
の
詩
の
村
屈
は
居
酒
屋
で
あ
る
。
唐
詩
で

'
は
こ
の
一
一
つ
の
意
味
の
と
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
他
の
み
せ
で
あ

る
と
思
お
れ
る
例
は
、
ほ
と
ん
と
な
い
。
む
ろ
ん
詩
よ
り
以
外
で
は
、
韻
府
托

あ
げ
た
南
史
劉
休
停
(
小
唐
の
下
)
同
書
部
陵
王
給
停
(
邸
屈
の
下
)
の
ご
と

く
、
恐
ら
く
放
館
で
も
酒
屋
で
も
な
い
み
せ
を
指
す
ら
し
い
場
合
も
あ
る
が
、

惰
書
李
誇
博
(
臨
渇
庖
の
下
)
で
は
「
行
放
の
依
託
す
る
所
な
り
」
な
と
L

あ

っ

τ、
や
は
り
放
館
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
も
っ
と
確
か
め
る
た
め
に
私
は
本
書
を
引
い
て
見
た
。
す
る
と

六
八
九
ペ
ー
ジ
の
テ
ン
屈
の
下
に
は
凡
そ
十
四
僚
の
記
事
の
表
題
が
集
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
太
平
鹿
記
の
四
僚
が
私
に
は
重
要
で
あ
っ
た
。
袋
一
五
九

の
「
定
婚
居
」
は
唐
の
李
復
一
一
一
一
回
の
績
幽
怪
録
か
ら
引
用
さ
れ
(
侃
文
韻
府
に
も

と
の
僚
を
引
く
)
、
原
文
を
讃
む
と
、
こ
れ
は
幽
冥
の
吏
が
男
女
の
足
に
赤
い
な

わ
を
附
け
る
と
、
そ
の
二
人
は
夫
婦
と
な
る
べ
き
、
運
命
を
定
め
ら
れ
る
と
い
う

有
名
な
話
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
は
じ
め
に
は
杜
陵
の
掌
固
と
い
う
も
の
が
、

貞
額
二
年
、
清
河
に
遊
ば
ん
と
し
て
、
栄
城
南
居
に
技
弐
し
た
と
あ
り
、
そ
ζ

で
と
の
奇
異
に
出
あ
い
、
の
ち
に
そ
の
唐
が
定
婚
屈
と
名
歩
け
ら
れ
た
と
終
り

に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
屈
も
旋
館
で
あ
る
(
韻
府
の
引
用
は
非
常
に
短
か
く
、

居
は
何
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
知
り
え
な
い
)
。
そ
の
他
桂
一
九
五
む

寸
京
西
居
老
人
L

と
題
す
る
も
の
も
、
唐
の
章
行
規
み
や
y
か
ら
言
う
、
、
少
時
京

西
に
遊
び
、
暮
に
居
中
に
止
ま
る

-
-
c
と
あ
っ
て
や
は
り
放
館
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
、
巻
一
入
五
の
例
も
そ
う
で
あ
る
。
た
va

程
一
一
一
一
一
一
の
「
居
婦
」
の
み

は
「
長
安
城
西
側
に
唐
家
あ
り
」
・
・
・
・
と
あ
る
が
、
何
の
屈
で
あ
る
か
明
ら
か

で
な
い
。

右
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
唐
代
の
詩
か
よ
び
小
説
の
中
で
は
、
居
が

放
舎
の
意
味
に
使
わ
れ
た
場
合
が
す
こ
ぶ
る
多
い
こ
と
は
、
ほ
ど
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。
太
平
底
記
に
は
五
代
必
よ
ぴ
宋
の
と
く
初
の
小
読
ま
で
を
攻
め

て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
栄
代
に
は
少
し
建
っ
て
来
た
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

本
書
に
よ
づ
て
東
京
夢
華
録
や
夷
堅
志
な
ど
を
検
す
れ
ば
大
略
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
が
や
く
わ
し
い
考
設
は
省
略
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
古
λ
の
詩
を
讃
ん
で
、

そ
の
中
の
語
句
の
遁
確
な
意
義
を
と
ら
え
る
こ
と
の
む
や
ノ
か
し
い
の
に
、
し
ば

し
ば
大
息
す
る
が
、
本
書
が
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
大
き
な
助
力
を
あ
た
え
て

く
れ
る
と
知
っ
た
の
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
。
太
平
鹿
記
に
は
す
で
に
燕
京
大

患
の
「
引
得
」
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
便
利
な
本
で
は
あ
る
が
、
表
題
は
必
ら
歩

第
一
字
で
引
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
今
の
場
合
は
本
警
に
及
ば
な
い
。

本
書
一
の
編
集
法
の
長
所
は
こ
の
一
例
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
ろ
う
と
信
歩
る
。

(
小
川
嘆
樹
)
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