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批

評

・

紹

介

紳
田
喜
一
郎
著

中

図

書

道

史

大

野

修

本
書
の
題
名
で
あ
る
「
中
図
書
道
史
」
は
一
見
す
る
と
何
の
嬰
哲
も
な
い
、

書
に
よ
る
中
園
通
史
で
あ
り
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
書
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
究

す
る
人
は
意
外
に
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
園
と
日
本
と
を
問
わ

ず
、
本
書
の
よ
う
な
「
番
」
に
よ
る
中
園
通
史
は
柿
田
喜

一
郎
氏
の
本
書
を
以

て
鴨
矢
と
見
な
し
う
る
。
し
か
も
論
理
一
貫
し
、

多
く
の
圃
版
を
駆
使
し
て
い

る
黙
で
、
数
多
い
中
園
の
書
遊
録

(
例
え
ば
余
紹
宋
『
骨
一
回
査
書
銭
解
題
』
に
は

四
百
種
あ
ま
り
を
あ
げ
る
て
そ
れ
ら
と
比
較
し
て
も
、
本
書
は
抜
群
の
確
固

た
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
後
に
出
た
い
く
つ
か
の
書
は
類
似
し
て
は
い
て
も
、

本
質
的
に
本
書
を
越
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

で
は
本
書
は
一
鰻
ど
の
よ
う
な
構
成
原
理
、
言
い
か
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

親
貼
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
を
中
心
に
、
ま
た
そ
も
そ
も

書
に
よ
る
通
史
は
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
っ

た
疑
問
を
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、

本
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
本
書
全
鐙
の
目
次
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ

る。
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本
書
は
今
回
岩
波
書
庖
か
ら
刊
行
さ
れ
た
が
、
全
面
的
に
書
き
お
ろ
し
た
も

の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
箪
行
本
と
な
る
前
、
昭
和
二
十
九
年
か
ら
昭
和
三
十 五

三
年
に
か
け
て
、
自
ら
が
監
修
者
と
な
っ
た
卒
凡
社
『
書
道
全
集
』
の
中
園
の
各

巻
の
巻
頭
の
書
道
史
(
以
下
「
線
設
」
と
略
稽
す
る
こ
と
が
あ
る
〉
を
基
に
し
て

お
り
、
基
本
構
想
と
し
て
は
現
在
か
ら
約
三
十
年
前
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
手
を
加
え
て
本
書
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
令
息
紳
田
信
夫
氏
の
「
あ

と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
来
な
ら
卒
凡
社
版
「
線
設
」
と
は
全
く
別
個
に
、
新

た
な
構
想
、
新
た
な
叙
述
形
式
で
稿
を
書
き
お
ろ
す
こ
と
を
意
画
し
て
い
た
が
、

健
康
等
の
理
由
で
娠
り
出
し
に
も
ど
っ
た
形
で
、
「
線
設
」
を
基
に
し
な
が
ら
、

そ
の
後
の
知
見
や
研
究
の
成
果
を
と
り
入
れ
て
、
本
書
の
完
成
を
急
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
〈
し
か
し
著
者
は
本
書
の
刊
行
の
前
年
に
永
眠
さ
れ
た
。
)

故
に
本
書
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
長
い
時
開
閉
経
過
が
あ
る
の
で
、
本

書
と
「
線
設
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
全
く
同
じ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

特
に
第
二
聞
辛
か
ら
二
章
に
か
け
て
は
、
ま
る
で
別
の
本
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の

叙
述
の
繁
化
が
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
新
た
に
出
土
し
た
甲
骨
、
金
文
等
の
資

料
が
抽
唱
え
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
総
裁
」
に
く
ら
べ
る
と
、
本
書
の
冒

頭
の
数
章
は
中
園
甲
骨
皐
史
、
金
文
民
平
史
の
観
を
呈
す
る
ほ
ど
に
叙
述
が
く
わ

し
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
全
面
的
に
新
し
く
書
き
お
ろ
そ
う
と
意
図
し

た
所
と
思
わ
れ
、
そ
う
し
た
背
景
を
知
ら
ず
に
本
書
を
一
見
す
る
と
、
『
中
図

書
道
史
』
は
そ
れ
ら
「
甲
骨
皐
史
」
、

「金
文
皐
史
」
等
の
寄
せ
集
め
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
少
な
か
ら
ず
湧
い
て
く
る
。
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
本
書
は
書
評
す
る
必
要
も
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
で

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
お
り
、
研
究
業
績
も
数
多
く
存
在
す
る
の
で
、
問
題
が

大
き
す
ぎ
て
、
と
て
も
評
者
の
任
に
耐
え
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
な

い
と
し
た
ら
、
中
図
書
道
史
を
貫
く
視
黙
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
、
そ
う
し
た

黙
を
中
心
に
問
題
を
究
明
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
本
書
の
全
健
の
鐙
裁
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
目
次
か
ら
わ
か
る
よ
う
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に
、
各
章
ご
と
に
(
卒
凡
社
『
書
道
全
集
』
の
各
巻
に
相
嘗
ず
る
。
た
だ
し
漢

代
の
み
を
二
章
に
増
し
て
い
る
)
「
序
説
」

と
「
各
論
」
と
「
結
語
」
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
序
説
は
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
章
を
の
ぞ
い

て
ご
く
一
般
的
な
東
洋
史
の
数
科
書
に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
中
園
通
史
の
概
設

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
紳
田
氏
の
本
領
は
授
揮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
本
領
が
妥

揮
さ
れ
、
面
目
躍
如
た
る
の
は
「
各
論
」
と
「
結
語
」
で
あ
り
、
特
に
「
各
論
」

に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
書
人
や
盟
国道
資
料
に
お
い
て
、
で
あ
る
。
本
蓄
が
出
現
す

る
ま
で
は
こ
う
し
た
取
り
あ
げ
方
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。

羅
列
さ
れ
た
結
果
だ
け
か
ら
す
る
と
卒
板
な
も
の
に
見
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
そ

の
叙
述
の
仕
方
と
相
い
侠
っ
て
、
と
り
あ
げ
ら
れ
た
資
料
に
は
説
得
力
が
あ

り
、
本
書
は
最
後
ま
で
十
分
に
読
み
ご
た
え
が
あ
る
。
恐
ら
く
著
者
の
長
年
の

息
子
聞
の
研
鎖
と
磨
き
ぬ
か
れ
た
書
査
に
針
す
る
鑑
識
限
と
が
長
所
を
生
か
し
あ

っ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
叙
述
に
ゆ
る
み
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
日
比
野
丈
夫
氏
も

神
田
氏
の
皐
聞
を
許
し
て
「
中
園
の
皐
聞
は
、
史
同
学
、
思
想
、
文
間
学
、
美
術
な

ど
に
分
け
た
と
こ
ろ
で
お
互
い
に
関
係
が
深
く
、
研
究
は
こ
れ
ら
の
総
合
の
中

で
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
0

・
・
中
園
の
皐
問
を
す
る
も
の
は
、
針
象
が
何
で
あ

ろ
う
と
中
園
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
十
分
な
鐙
験
と
皐
殖
を
も
っ
て
臨
め
ば
解

決
で
き
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
信
念
の
表
現
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
何
も
の
に
も
動
じ
な
い
確
固
た
る
自
信
が
、
紳
回
先
生
の
多
く
の
著
作
の

中
に
見
ら
れ
る
」
〈
『
同
朋
』
六
四
鋭
)
と
指
摘
す
る
が
、
文
献
資
料
ば
か
り
を

籾
り
に
す
る
皐
者
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
苦
手
な
文
物
l
書
鐙
や
工
整
ロ
聞
に
つ

い
て
の
鑑
識
の
確
か
な
こ
と
は
、
そ
の
範
囲
の
庚
さ
と
と
も
に
他
の
追
随
を
許

さ
な
い
。
こ
れ
は
天
下
に
名
を
知
ら
れ
た
一
柳
田
家
の
蒐
蔵
品
に
日
々
援
す
る
中

で
長
い
間
に
養
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
聞
学
校
数
育
し
か
受
け
て
い
な
い
皐

者
の
最
大
の
弱
黙
を
補
っ
て
あ
ま
り
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
、
本
書
に
は
一
貫
し
た
親
黙
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
、
こ
れ
が
本
書
を

批
評
す
る
最
も
基
本
的
で
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、
結
論
を
先
に
い
え

ば
、
「
俸
統
仮
の
王
義
之
と
革
新
汲
の
顔
員
卿
と
い
う
こ
大
潮
流
が
中
図
書
道

史
に
は
存
在
す
る
」
と
い
う
文
化
史
観
と
も
呼
ぶ
べ
き
考
え
方
が
根
幹
を
成
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
二
大
潮
流
」
と
い
う
史
観
を
問
題
に
す
る
と
き
、
一
柳
田
氏
は
「
線

設
」
と
は
別
に
、
「
中
図
書
法
の
二
大
潮
流
」
な
る
論
文
を
昭
和
三
十
四
年
に

ハ
ー
バ
ー
ド

・
蒸
京

・
同
志
社
東
方
文
化
講
座
の
一
加
と
し
て
書
い
て
い
る
こ

と
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
論
文
が
本
書
の
た
て
軸
の
骨
格
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
爾
者
を
読
み
く
ら
べ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
論
文
が
通
論
と

し
て
の
縦
軸
の
骨
格
を
な
す
と
す
れ
ば
、
各
論
と
し
て
の
横
輸
に
相
蛍
す
る
著

書
と
し
て
は
、
著
者
が
戦
前
、
肇
湾
大
祭
で
講
義
し
た
『
輩
調
室
随
筆
講
義
』

(
出
版
は
一
九
八

O
年
四
月
間
朋
合
刊
と
遅
い
)
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
織
り
合

わ
せ
て
本
書
『
中
図
書
道
史
』
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
二
大
潮
流
の
愛
想
は
著
者
の
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
い
。

そ
の
歴
史
は
古
く
、
明
確
に
自
究
さ
れ
る
の
は
、
清
の
院
元
の
『
南
北
書
源

論
』
、
『
北
碑
南
帖
論
』
に
設
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
新
た
に
出
土
し

た
石
刻
資
料
の
増
大
の
情
況
も
あ
り
、
楊
守
敬

『
激
素
飛
悶
卒
碑
記
』
や
康
有

潟
『
庚
慈
舟
後
揖
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
南
北
と
い
う
こ
つ
に
明
確
に
区
分
で
き

な
い
面
が
あ
る
と
批
剣
修
正
さ
れ
、
更
に
寓
経
の
設
見
等
に
よ
り
、
中
村
不
折

『
属
域
出
土
援
法
書
法
源
流
考
』
で
は
、
南
と
北
と
は
法
帖
と
碑
濁
の
相
違
に

す
ぎ
な
い
と
再
修
正
さ
れ
る
。
そ
し
て
紳
田
氏
に
な
る
と
、
南
と
北
と
は
文
化

的
水
準
の
高
い
都
品
閣
と
田
舎
の
都
都
の
別
で
あ
る
と
更
に
修
正
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
修
正
情
況
と
自
分
自
身
の
考
え
方
を
紳
田
氏
は
「
二
大
潮
流
」
の
論
文
の

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
多
少
長
く
な
る
が
ま
と
ま
っ
た
考
え
が
知
れ
る
の
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で
引
用
す
る
と
、
「
南
北
書
源
と
い
う
こ
と
は
、
既
元
以
来
、
中
園
書
法
の
二

流
源
と
し
て
一
般
に
庚
く
流
布
し
て
い
る
考
え
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
院

元
が
そ
う
見
た
書
風
の
相
違
は
、
貨
は
文
化
的
笈
展
段
階
の
相
違
に
由
来
す
る

も
の
で
、
こ
れ
を
相
制
列
立
す
る
流
汲
と
し
て
、
等
債
値
的
に
見
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
で
は
、
中
園
の
書
道
に
は
振
と
い
う
も
の
が
全
然
な

い
か
と
申
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
園
の
書
道
の
歴

史
を
大
観
し
ま
す
に
、
そ
こ
に
は
や
は
り
波
と
い
っ
て
も
差
し
っ
か
え
な
い
よ

う
な
、
つ
ま
り
個
々
人
の
細
か
な
個
性
の
相
違
を
超
え
た
書
風
の
別
が
見
う
け

ら
れ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
や
は
り
二
つ
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
二
大
潮
流
が
交
互
に
勢
力
を
替
え
な
が
ら
、
中
図
書
道
の
歴
史
を
展
開
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
・:
・
・
二
大
潮
流
の
う
ち
の
一
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
王
義
之
に
代
表
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
典
型
と
す
る
書

風
で
あ
り
ま
す
0

・
・
・
(
中
略
〉
安
藤
山
の
飢
・:
:
祉
曾
の
大
第
動
に
と
も
な

っ
て
、
王
義
之
流
の
書
風
は
人
心
に
訴
え
る
力
を
失
ぃ
、
こ
こ
に
新
し
い
書
風

が
興
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
・
・
そ
れ
は
確
か
に
堂
々
た
る
風
格
の
書
で

あ
り
、
縛
換
期
の
緊
迫
し
た
空
気
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
、
気
艇
に
み
ち
た

も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
張
旭
が
、
王
義
之
を
典
型
に
仰
ぐ
従
来
の
停
統
的
な
書

風
に
封
し
て
、
敢
然
と
叛
旗
を
翻
し
た
最
初
の
人
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
話
闘
員

卿
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
う
け
つ
い
で
、
は
じ
め
て
見
事
な
成
果
を
奉
げ
た
人
で

あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
:
:
:
結
局
、
王
義
之
に
は
じ
ま
る

流
汲
と
、
顔
員
卿
か
ら
砕
鉱
し
て
東
坂
、

山
谷
に
お
い
て
大
成
し
た
流
張
、
こ
れ

が
、
中
図
書
道
史
に
お
け
る
二
つ
の
大
き
な
流
娠
で
あ
り
ま
す
。
中
園
の
書
道

の
歴
史
は
、
こ
の
二
大
流
源
の
勢
力
の
隆
替
で
あ
り
ま
す
」
(
二
五
J
四一

頁
〉
。
こ
の
よ
う
に
白
設
を
組
み
立
て
て
い
る
。
こ
の
考
え
こ
そ
が
本
書
の
骨

格
で
あ
り
、
ま
た
生
命
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
書
の
随
所
に
ち
り
ば
め
ら

れ
、
特
に
第
十
一
章
の
宋
〈
一
〉
の
結
語
に
お
い
て
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い

て
、
全
陸
を
統
一
感
の
あ
る
も
の
に
仕
立
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
恐
ら

く
、
本
書
の
最
も
近
い
源
泉
と
し
て
は
著
者
が
終
生
師
と
あ
お
い
だ
内
藤
湖
南

の
持
論
、
と
り
わ
け
「
概
括
的
唐
宋
時
代
観
」
(
『東
洋
文
化
史
研
究
』
所
枚
)

を
中
心
と
す
る
論
考
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
内
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
儒
皐
で

は
漢
皐
と
宋
皐
、
倫
相
査
で
は
北
宗
と
南
宗
、
文
闘
争
で
は
餅
文
と
古
文
、

詩
で
は

唐
詩
と
宋
詩
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
大
き
な
流
れ
が
あ
る
と
す
で
に
指
摘
し
て

い
る
が
、
た
だ
書
道
史
に
針
す
る
ま
と
ま
っ
た
論
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
飲
け
た
黙
を
一
柳
田
氏
は
見
の
が
さ
ず
に
精
力
的
に
叙
述
し
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
内
藤
氏
に

『
支
那
給
査
史
』

の
著
書
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
ま
す
ま
す
『
中

園
書
道
史
』
を
書
か
な
け
れ
ば
と
い
う
責
務
の
よ
う
な
も
の
が
紳
田
氏
の
胸
中

に
湧
き
、
そ
れ
が
木
書
を
蓄
か
せ
る
大
き
な
原
動
力
に
な
っ

て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
二
大
潮
流
の
愛
想
を
書
道
史
に
も
ち
こ
ん
で

通
史
に
仕
立
て
た
の
は
、
中
園
、
日
本
に
お
い
て
も
神
田
氏
が
最
初
で
あ
り
、

本
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
そ
の
功
績
は
現
在
も
少
し
も
滅
じ
て
は
い
な
い
と
い

え
る
。従

っ
て
本
警
は
五
章
の
東
菅
以
後
か
ら
本
来
の
面
白
を
明
確
に
あ
ら
わ
し
て

く
る
。
そ
れ
は
王
説明
之
と
顔
虞
卿
を
中
心
に
見
た
「
書
風
」
の
繁
遜
史
と
呼
べ

る
時
代
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
か
著
者
の
筆
づ
か
い
も
流
暢
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
一
章
の
段
、
周
、
秦
か
ら
四
章
の
三
園
時
代
ま
で

は
、
い
わ
ば
「
書
箆
」
の
確
立
と
呼
ぶ
べ
き
時
代
で
あ
る
。
た
だ
後
漢
時
代
に

な
る
と
、
漢
字
が
あ
る
一
定
程
度
の
形
成
過
程
を
終
え
て
固
定
し
た
後
、
自
究

的
な
套
術
意
識
の
血
児
醒
が
は
た
ら
い
て
、

書
家
と
し
て
名
の
知
ら
れ
る
人
々
や

そ
れ
ら
に
封
す
る
批
評
が
出
現
す
る
が
、
ま
だ
書
風
の
第
遷
と
い
っ
た
解
稗
史

が
可
能
な
時
代
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
近
年
の
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新
出
土
資
料
の
増
大
と
と
も
に
衣
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
過
去
の
事
寅
を

中
心
と
し
た
歴
史
で
も
あ
る
。

放
に
そ
こ
で
は
著
者
は
つ
と
め
て
質
事
求
是
の

立
場
を
と
っ
て
い
る
。
卒
凡
社
版
「
線
設
」
を
ほ
と
ん
ど
書
き
な
お
し
て
新
し

い
叙
述
に
な
っ

て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
本
書
は
「
拠
読
」

と
は
別
に
全
く
新
し
く
書
き
す
す
め
る
は
ず
で
あ

っ
た
と
あ
と
が
き
に
あ
る

が
、
恐
ら
く
新
資
料
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
構
想
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
の
は
、
神
田
氏
の
慈
術
的
審
美

限
で
あ
る
。
出
土
日
間
の
年
代
測
定
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
評
債
の

仕
方
に
重
黙
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
も
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
段
代

の
甲
骨
に

つ
い
て
、
董
作
賓
氏
の
設
を
引
い
て
、
五
期
に
分
か
れ
る
と
い
い
、

第

一
期
の
書
を
「
雄
偉
」
、
第
二
期
の
書
を
「
謹
筋
」
、
第
三
期
の

書
を
「
頚

腕
」、

第
四
期
の
蓄
を

「
勤
哨
」
、
第
五
期
の
奮
を
「
般
整
」
と
評
す
る
董
氏
の

設
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
寅
物
に
照
し
て
確
認
し
、
「
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
す

で
に
警
に
到
す
る
お
の
ず
か
ら
な
る
美
意
識
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
甲
骨
文
は
ひ
と
り
中
園
最
古
の
文
字
が
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
こ
こ
に
中
図
書
道
史
の
設
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
〈
本
書

五
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
金
文
に
封
し
て
は
、

段
代
で
は
容
庚
氏
の
「
雄
壮
汲
」

と
「
秀
麗
波
」
の
二
波
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し、

貨
物
で
験
謹
し
、
ま
た
西
周

期
の
も
の
に
針
し
で
も
、
「
初回
鼎
、
散
氏
盤
な
ど
は
お
お
む
ね
典
雅
整
斉
で
、

前
期
の
宗
周
鐙
な
ど
の
書
風
を
一

層
推
進
せ
し
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
」
(
本
書
一

O
頁
)
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、

新
た
に
出
土
し
た
も
の
を
含
め
て
、
過
去
の
書
道
資
料
と
し
て
の
文
物
に
封
し

て
き
わ
め
て
謙
虚
で
あ
り
、
今
後
と
も
著
者
が
生
き
て
い
て
更
な
る
出
土
文
物

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
事
貨
と
し
て
必
ら
.
す
や
取
り
あ
げ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
審
美
的
な
側
面
を
常
に
忘
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
こ
に
書
道
史
の
叙
述
の
可

能
性
を
見
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
本
書
は
五
章
以
下
が
二
大
潮
流

を
軸
に
論
を
準
め
、
第
一
章
か
ら
四
章
ま
で
は
そ
の
方
法
論
を
完
全
に
は
使
い

え
な
い
情
況
に
あ
る
が
、
金
書
を
通
じ
て
一
章
か
ら
最
終
章
ま
で
、
一
柳
田
氏
の

す
ぐ
れ
た
婆
術
的
審
美
限
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
不
思
議
と
も
い
え
る
統
一

が

保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
全
鐙
の
構
成
論
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
以
下
各
論
的
に
特
徴
的
な
面

を
見
て
ゆ
く
と
、
第

一
に
あ
げ
る
べ
き
は
、掲
げ
ら
れ
た
資
料
が
、石
刻
で
あ
れ

ば
現
存
ま
た
は
出
土
し
た
場
所
、
良
債
や
法
帖
で
あ
れ
ば
所
在
の
場
所
が
明
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
物
な
い
し
は
定
員
版
を
直
媛
見
て
、
自

分
で
納
得
し
た
資
料
だ
け
を
使
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
特
に
日
本

に
俸
わ
る
重
要
な
潟
経
や
拓
本
に

つ
い
て
は
、

例
え
ば
西
貌
の
大
統
十
年
の
菩

薩
蕗
胎
経
は
京
都
知
恩
院
の
綴

(木
書
一
二

O
頁
)
と
い
い
、
ま
た
孔
子
廟
堂

碑
は
原
石
が
侠
亡
し
て
、
い
ま
わ
が
三
井
頭
氷
閣
に
秘
蔵
す
る
唯

一の
唐
拓
本

と
紹
介
す
る

(本
書
一
四
四
頁
〉
な
ど
、
所
識
者
ま
で
明
ら
か
に
し
て
い
る。

こ
う
し
た
態
度
は
い
わ
ば
書
誌
皐
者
と
古
物
マ
ニ
ア
の
雨
者
を
粂
ね
そ
な
え
な

い
と
出
来
な
い
面
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
収
載
さ
れ
た
数
の
多
さ
と
バ
ラ
ン
ス

の
良
さ
は
こ
れ
ま
で
何
人
も
成
し
得
な
か
ア
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
著

者
が
大
皐
数
授
以
外
に
、
大
正
十
五
年
、
三
十
歳
の
時
か
ら
宮
内
省
図
書
寮
嫡

託
と
し
て
漢
籍
目
録
の
編
纂
に
従
事
さ
れ
た
こ
と
に
始
っ
て
、
昭
和
二
十
五
年

よ
り
三
十
四
年
ま
で
、
文
化
財
保
護
委
員
舎
専
門
委
員
、
奈
良
鯨
文
化
財
奪
門

審
議
曾
専
門
委
員
、
正
倉
院
御
物
書
蹟
調
査
な
ど
を
捻
任
す
る
と
共
に
、
二
十

七
年
、
京
都
博
物
館
が
図
立
に
移
る
と
そ
の
初
代
館
長
と
し
て
基
礎
を
定
め
た

と
い
っ
た
経
歴
が
も
の
を
い
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
培
わ
れ
た
審
美
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眼
が
、
著
者
の
内
-
部
で
肉
桂
化
さ
れ
、
自
ら
の
も
の
と
な
っ
て
断
定
的
に
評
債

し
う
る
ま
で
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
断
定
は
少
し
も
不
自
然
さ
を
と
も
な
っ
て

い
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
珠
見
と
も
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
欧
陽
逼
の
書
は
顔

岡
県
卿
の
現
れ
る
議
告
版
に
な
っ
て
い
る
。
彼
の
書
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
時
代

の
書
法
の
愛
化
が
、
ひ
し
ひ
し
と
感
ぜ
ら
れ
て
く
る
」
〈
本
書
一
五
九
頁
)
と

い
う
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
も
の
の
詩
皐
」
と
も
言
え
る
面
を
本
書
が
持
っ

て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
著
者
は
、
書
賓
の
み
な
ら
ず
、
古
典
籍
へ
の
愛
好

は
強
か
っ
た
。
例
え
ば
卒
阿
武
夫
氏
は
著
者
を
追
悼
し
て
、
「
紳
田
先
生
を
更

に
特
徴

e

つ
け
る
も
の
は
、
古
典
籍
の
愛
好
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
先
生
の
魔
女

出
版
は
、
準
位
論
文
で
は
な
く
、

賓
に
『
典
籍
劉
記
』

で
あ
り
ま
す
。
時
に
昭

和
二
十
二
年
、
五
十
一

歳
。
そ
れ
が
四
十
四
年
、
七
十
三
歳
に
は
内
容
を
倍
加

し
て

『
東
洋
摩
文
献
叢
設
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
た
び
の

『全

集
』
編
集
に
際
し
て
、

『
奮
紗
木
叢
読
』
を
新
た
に
加
え
て
お
ら
れ
ま
す

0

・・

.
『
典
籍
劉
記
』
の
序
に
、
先
生
は
多
生
ま
れ
お
ち
る
か
ら
、
古
書
堆
裡
に
育

っ
て
き
た
わ
た
く
し
は
、
古
書
い
ぢ
り
が
習
ひ
性
と
な
っ
て
止
め
ら
れ
な
い
。

そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
紹
え
ず
気
の
む
く
ま
ま
に
渉
磁
し
探
索
し
て
ゆ
く
。
他
人

は
噸
っ

て
書
痴
と
い
い
書
淫
と
い
い
書
狂
と
い
ふ
。

し
か
し
こ
の
愉
し
み
は
、

わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
格
別
で
あ
る
。
と
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
」
(
『
日
本
皐
士

院
紀
要
』
第
四
十
巻
二
銃
)
と
一
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
全
集
』
に
収
め
る
各

種
の
古
書
展
覧
舎
に
関
す
る
記
事
か
ら
生
き
生
き
と
し
た
筆
致
が
感
ぜ
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
首
肯
で
き
る
が
、
決
し
て
車
な
る
愛
書
家
と
い
う
の
で
は
な
い
e

た
と
え
ば
家
裁
の
善
本
を
詠
ん
だ
「
恩
倉
蔵
書
紹
句
」
を
例
に
と
っ
て
も
わ
か

る
よ
う
に
、
書
物
の
内
容
の
拳
問
的
債
値
と
テ
キ
ス
ト
の
書
誌
抽
象
的
債
値
を
的

確
に
把
握
し
、
し
か
も
そ
れ
を
漢
詩
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
徐
人
に
は
な
か

な
か
出
衆
な
い
技
で
あ
る
。

こ
れ
は
著
者
が
言
葉
を
大
切
に
さ
れ
る
人
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
各

論
の
第
二
黙
と
し
て
は
、
こ
の
言
葉
を
愛
す
る
態
度
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の

黙
が
本
書
の
魅
力
の
大
き
な
理
由
で
あ
り
、
書
道
史
と
い
う
遁
史
を
扱
っ
て
い

な
が
ら
歴
史
家
だ
け
に
は
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
は
一
通
史
と
し

て
の
立
場
上
、
各
時
代
を
あ
る
程
度
公
卒
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制

約
が
あ
っ
て
、
言
葉
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
の
面
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
例
え
ば
「
宋
糠
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
文
皐
上
に
復

古
主
義
を
強
調
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
が
明
王
朝
の
半
ば
ご
ろ
ま
で
大
き
な
支
配

力
を
も
っ
た
が
、
そ
う
し
た
文
皐
上
の
主
張
が
書
法
の
上
に
も
、
開
接
的
に
少

な
か
ら
ぬ
影
響
を
輿
え
た
と
思
う
」
(
本
書
二
三
一

一貝〉

と
い
い
、
文
撃
を
以

て
書
を
含
め
た
文
化
の
基
準
に
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の

傾
向
は
本
書
の
横
軸
と
も
い
う
べ
き
『
蓋
輝
室
随
筆
講
義
』

の
中
で
は
遁
憾
な

く
設
憧
博
さ
れ
る
。
例
え
ば
そ
の
二
十
二
則
に
出
て
く
る
「
合
庭
」
な
る
語
が
、

「
合
作
」
と
同
じ
く
、
「
傑
作
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
透
明
す
る
た
め
に
あ
ら

ゆ
る
文
献
資
料
を
駆
使
し
て
九
頁
に
も
わ
た
っ
て
説
明
す
る
(
な
お
、
谷
口
規

矩
雄
氏
に

「
合
作
の
意
味
に
つ
い
て

」
|
『
東
洋
美
術
論
考
』

所
枚
ー
が
あ
る

が
、
も
と
も
と
波
交
渉
で
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
〉
が
、
こ
れ
だ
け
に
限
ら

ず
随
所
で
一
つ
の
言
葉
の
正
確
な
意
味
を
把
握
す
る
た
め
に
、一

篤
の
論
文
を

書
く
つ
も
り
で
一
字

一
字
を
た
ん
ね
ん
に
讃
み
す
す
も
う
と
す
る
姿
勢
が
讃
み

と
れ
る
。
ま
た
『
萱
調
室
随
筆
講
義
』
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
い
ち
い
ち
例
を
あ

げ
な
い
が
、
難
解
な
爾
語
や
現
在
で
は
死
語
に
な
っ
て
い
る
嘗
時
の
口
語
に
謝

し
て
も
相
嘗
な
理
解
を
持
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
素
養
が
や
は
り

本
書
に
も
充
分
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
二
大
潮
流
と
い
う
確
固

と
し
た
金
鍾
の
構
図
に
更
な
る
深
み
を
輿
え
て
い
る
こ
と
は
見
の
が
せ
な
い
。

各
論
的
な
特
徴
は
以
上
述
べ
た
萎
術
的
審
美
眼
と
言
葉
を
大
切
に
さ
れ
る
と

-181ー
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い
う
こ
黙
が
最
も
代
表
的
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中

園
思
想
史
、
給
資
史
、
文
風
午
史
を
も
そ
の
射
程
の
中
に
と
り
こ
ん
で
い
る
の
で

あ
り
、
例
え
ば
、
明
の
讃
壇
の
英
中
波
と
幅削般
の
構
図
が
、
書
壇
に
お
い
て
も

存
在
し
た
こ
と
を
、

『
帝
国
澄
政
政
』

や

『
費
翰
粛
帖
』
を
使
っ
て
、
「
醤
に
つ

い
て
は
、
後
世
ほ
と
ん
ど
淵
源
と
い
う
一
汲
を
認
め
て
い
な
い
が
、
骨
閣
時
の
意

識
に
お
い
て
は
、
や
は
り
漸
狼
と
い
う
も
の
は
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
て
そ
の
代
表
者
と
し
て
は
盟
坊
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
思

う
」
(
本
書
二
三
四
頁
)
と
誼
明
し
て
お
り
、

結
果
的
に
本
書
に
ヴ
ア
ラ

エ
テ

ィ
と
立
謹
感
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
更
に
ま
た
政
治
史
(
石
碑
の
流
行
と
不

振
)
や
書
潟
材
料
の
繁
遜
(
紙
の
夜
明
等
)
に
も
一
柳
経
が
ゆ
き
と
ど
い
て
お

り
、
本宮一
回全
鐙
を
信
頼
感
の
高
い
も
の
に
し
て
い
る
。

総
じ
て
本
書
は
、
中
園
文
化
の
穏
健
を
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
過
不
足
な
く

と
ら
え
て
肉
迫
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
中
閣
の
正
統
的
な
文
化
に
精
通
し
た
人

で
な
け
れ
ば
、

宮
き
に
く
く
、
ま
た
越
え
が
た
い
存
在
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
し
か
に
新
し
い
資
料
を
加
え
て
本
蓄
を
よ
り
詳
細
に
す
る
こ
と
は
い
く

ら
で
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
本
書
を
越
え
た
こ
と
に
は
な
ら

E
、
。

+
ん

t
v最

後
に
気
に
な
る
黙
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
三
つ
だ
け
あ
げ
る
と
、

第
一
に
、
二
大
潮
流
と
い
う
枠
組
の
設
定
に
意
を
用
い
る
結
果
、
等
関
観
さ
れ

る
書
人
が
お
る
こ
と
。
例
え
ば
鍾
綴
や
懐
素
ら
が
そ
う
で
あ
り
、
鍾
訴
で
あ
れ

ば
、
後
の
庚
肩
五
口

「
書
口
問
」
や
孫
過
庭

「
書
譜
」
な
ど
の
書
論
で
は
王
義
之
と

並
ん
で
批
評
基
準
と
な
る
重
要
な
人
で
あ
る
が
、
わ
り
あ
い
筒
車
に
し
か
鰯
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
枠
組
と
同
時
に
現
存
す
る
作
品
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
書
か

れ
て
い
る
本
書
に
す
れ
ば
、
「
書
論
」
が
軽
読
さ
れ
る
の
も
や
む
を
え
な
い
面

が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
補
う
べ
き
書
は
す
で
に
神
田
氏
の
後
輩
に
あ
た
る

中
田
勇
次
郎
氏
の

『
中
図
書
論
集
』

〈二
玄
社
刊
)
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、

本
書
の
識
者
は
あ
わ
せ
讃
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
は
明
清
時
代
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
の
比
重
が
他
の
時
代
に
く
ら
べ
て
や
や
縫
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

資
料
が
盟
富
で
身
近
で
も
あ
り
、
現
在
、
質
物
の
作
品
に
援
し
う
る
黙
で
、
も

う
少
し
詳
し
い
論
述
と
位
置
づ
け
が
あ
る
と
、
本
書
は
よ
り
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ド
な
も

の
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
黙
こ
そ
は
今
後
の
人
聞
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で

あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
園
版
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
や
凡
社
『
書
道
全
集
』
が
園

版
を
主
と
す
れ
ば
、
本
書
は
論
述
が
主
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
書
の
園
版
の
選

揮
は

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
生
前
は
冒
頭
の
数
章
ま
で
で
、
残
り

の
ほ
と
ん
ど
が
未
整
理
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
杉
村
邦
彦
氏
の
輩

カ
で
選
定
さ
れ
た
由
で
あ
る
が
、
貨
に
よ
く
選
ば
れ
て
い
る
と
思
う
。
図
版
を

見
る
だ
け
で
、
確
質
に
時
代
の
嬰
遜
を
た
ど
れ
る
ま
で
に
、
一
貼
の
無
駄
も
な

く
揮
び
ぬ
か
れ
た
資
料
を
載
せ
て
あ
る
。
欲
を
い
え
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
卒

凡
社
版
に
す
で
に
見
え
て
い
て
新
資
料
に
と
ぼ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
の

論
述
に
従
う
か
ぎ
り
、
や
む
を
得
ま
い
。
そ
う
し
た
欲
求
は
、

『
書
道
全
集
』

の
補
遺
と
い
う
べ
き
『
中
園
書
道
全
集
』
が
、
中
田
勇
次
郎
氏
の
編
で
卒
凡
社

よ
り
ま
も
な
く
刊
行
さ
れ
る
の
で
、

必
ら
ず
や
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
『
中
図
書
道
史
』
は
神
田
氏
の
庚
い
皐
問
の
総
決

算
と
も
い
う
べ
き
性
格
の
書
で
、
『
紳
田
喜
一
郎
全
集
』
に
匹
敵
す
る
内
容
を

持
つ
の
で
あ
り
、
後
鼠
干
の
我
々
に
は
、
勉
え
る
に
困
難
な
一
大
高
峰
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
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