
批

評

紹

介

　

１
　
者
は
既
に
早
く
昭
和
四
年
秋
遺
蹟
を
踏
ま
れ
昭
和
十
一
年
春
南
京
に

行
か
れ
て
ゐ
る
が
、
『
安
陽
襲
掘
報
告
』
や
米
の
タ
リ
ー
ル
に

オ
教
授
の
見
聞
記
等
を
參
酌
の
上
、
著
者
自
身
の
右
に
依
る
見
聞
に
よ
っ

て
次
の
、
「
遺
蹟
の
概
観
」
が
な
さ
れ
て
ゐ
＆
。
遺
蹟
の
中
重
な
る
も
の
＆
ｉ
　
｡
　
　
　
｡

版
築
の
建
築
基
壇
址
と
古
墓
で
あ
る
。
が
、
記
這
中
特
に
興
味
あ
る
は
古
墓

の
土
砂
中
よ
り
あ
ら
は
れ
た
、
。
濃
厚
な
朱
彩
色
に
黄
・
線
等
の
色
を
加
へ

て
銅
器
文
と
同
様
な
聴
韻
文
を
施
し
た
西
土
で
あ
る
。
こ
の
圖
文
に
就
い

て
著
者
は
。
ヘ
リ
オ
教
授
等
の
股
と
は
別
に
、
亀
と
木
材
に
刻
出
着
彩
さ
れ

た
も
の
が
器
の
腐
朽
’
に
よ
っ
て
そ
の
痕
を
土
面
に
印
し
た
も
の
で
も
ら
う

と
推
し
、
各
種
の
木
器
の
外
に
そ
の
大
さ
等
か
ら
棺
槨
に
比
す
べ
き
も
の

を
屯
含
む
で
あ
ら
う
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
著
者
が
常
に
主
脹
し
て
や
ま
れ

な
い
木
器
之
銅
器
と
の
開
係
に
つ
い
て
の
脱
と
併
せ
て
注
目
す
べ
き
も
の

が
あ
る
。
そ
の
他
犬
の
埋
葬
穴
、
陪
葬
墳
に
見
ら
れ
る
殉
葬
の
事
賓
等
判

っ
た
が
、
更
に
こ
れ
ら
古
墓
の
構
造
は
溶
懸
、
新
鄭
餌
、
洛
陽
金
村
の
そ

れ
と
相
似
て
ゐ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

次
に
洋
の
東
西
に
四
散
し
た
所
謂
安
陽
出
土
品
の
中
湿
据
さ
れ
た
も
の

ゝ
解
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
加
奈
陀
ト
ー
ソ
ト
博
物
館
所
臓
の
ホ
ワ
イ
ト

師
蒐
集
品
を
除
い
て
各
方
面
に
瓦
っ
て
ゐ
る
。
此
の
逍
物
の
選
揮
が
か
っ

る
こ
と
は
言
を
侠
だ
な
い
所
で
あ
ら
う
。
利
器
類
、
参
器
類
附
溶
箔
。
石
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河
南
安
陽
逡
賓

　
　

、
梅
。
原
末
治
奢

　
　
　
　
　

’
昭
和
十
五
￥
十
月

　

京
都
油
林
寫
具
製
版
印
刷
所
良
行

「
示
さ
れ
尭
事
鳶
を
ば
そ
れ
自
膿
に
即
し
て
認
識
す
る
こ
と
こ
そ
考
古
學

の
第
一
・
義
た
る
を
切
に
思
ふ
の
で
あ
る
」
と
の
態
度
を
堅
持
さ
れ
る
著
者

が
Ｉ
支
那
古
代
週
物
の
考
古
學
的
研
究
に
於
い
て
と
ら
れ
た
方
向
は
大
膿

二
つ
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
一
は
出
土
地
件
出
物
の
不
司
な
散
在
せ
る
遺
物
の

巌
密
な
形
式
學
的
逞
揮
に
よ
る
聚
成
的
研
究
で
あ
り
、
そ
の
一
一
は
地
域
的

な
［
括
澄
物
の
研
究
で
あ
っ
た
。
後
者
に
盾
す
る
最
近
の
著
し
い
も
の
と

し
て
『
洛
陽
金
村
古
墓
聚
英
』
『
紹
興
古
鏡
聚
英
』
を
見
た
が
今
や
更
に

本
書
を
加
へ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
本
文
載
す
る
昭
和
三
年
以
爽
事
愛
直
前
ま
で
中
央
研
究
院
の
歴
史

語
言
研
究
所
考
古
組
の
手
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
「
調
査
経
過
」
を
要
約
す

れ
ば
歌
細
作
業
は
大
膿
三
段
階
に
分
た
れ
る
。
第
一
期
は
大
膿
小
屯
を
中

心
と
し
て
廠
さ
れ
た
が
そ
れ
が
漸
次
掴
張
さ
れ
所
謂
白
陶
・
黒
陶
・
彩
陶
な

る
三
文
化
時
期
の
暦
位
を
示
し
た
後
岡
澄
蹟
或
ひ
は
小
屯
に
於
い
て
版
築

　
　

て
著
者
が
南
京
に
於
い
て
親
１
　
く
観
ら
れ
た
翌
掘
出
土
品
に
擦
ら
れ
た
こ

基
壇
址
等
が
拾
出
さ
れ
、
逡
に
は
第
三
段
た
る
侯
家
荘
を
中
心
と
し
た
爾

　
　

と
は
、
本
書
に
附
さ
れ
た
百
に
近
い
圖
版
の
資
料
を
價
値
附
付
を
も
の
な

ｊ６

　

。
期
的
な
古
高
股
掘
が
な
Ｊ
れ
そ
の
敬
賞
に
千
を
超
え
た
の
で
あ
る
。

１

；

Ｅ

ｉ

；

：

｜

｜



２

　
　

製
品
及
玉
器
。
離
牙
骨
器
類
と
項
を
分
っ
て
、
或
ひ
は
そ
れ
自
瞼
に
即
し

　
　
　

或
ひ
は
他
と
の
開
係
に
於
い
て
著
者
陶
特
の
綿
密
な
考
察
が
な
さ
れ
て
所

　
　
　

謂
安
陽
物
の
性
格
を
描
出
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

そ
の
性
格
と
し
て
著
し
き
は
容
器
に
於
け
る
形
の
類
似
せ
る
こ
と
で
あ

　
　
　

り
装
飾
文
の
同
式
な
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
前
者
に
つ
い
て
は
骨
角
・
玉

　
　
　

石
等
の
容
器
の
形
が
材
料
に
よ
る
制
限
の
許
す
限
り
に
於
て
銅
製
尊
彝
の

　
　
　

形
に
緊
密
な
開
係
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
後
者
に
就
い
て
は

　
　
　

各
々
の
置
物
に
示
さ
れ
る
如
く
繁
榔
な
動
物
文
が
一
貫
し
た
主
流
を
な
す

　
　
　

。
の
み
で
な
く
、
更
に
細
部
に
於
け
る
特
殊
な
所
謂
ク
セ
に
ま
で
相
似
た
も

　
　
　

の
が
見
出
さ
れ
る
如
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

こ
の
Ｉ
一
っ
の
著
し
い
性
格
が
太
１
　
に
於
い
。
て
取
扱
は
れ
た
所
傅
殷
代
の

　
　
　

安
陽
出
土
品
の
性
格
で
あ
る
が
著
者
は
そ
の
性
格
観
に
條
件
を
附
さ
れ

　
　
　

る
。
即
ち
取
上
げ
ら
れ
た
置
物
が
何
れ
も
美
術
品
乃
至
商
品
化
し
た
貴
重

　
　
　

品
に
偏
し
て
ゐ
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
置
物
が
主
と
し
て
営
時
の
支
配
階
級

　
　
　

の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
営
時
の
一
般
民
衆
の
日
常
用
器
を
鋏
い
て
ゐ
る

　
　
　

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
諮
れ
ば
そ
の
性
格
観
は
営
代
文
化
全
睦
の
上
か
ら

　
　
　

は
あ
く
ま
で
も
一
面
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　

か
く
て
著
者
は
所
傅
安
陽
出
土
品
の
性
格
観
を
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
Ｑ
更

　
　
　
　

に
そ
の
考
古
學
的
立
場
か
ら
と
か
く
看
却
さ
れ
が
ち
な
営
時
の
普
遍
的
置

　
　
　
　

物
た
る
土
器
等
に
對
す
る
将
来
の
研
究
を
促
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
か
く
し
て

　
　
　
　

は
じ
め
て
富
代
文
化
の
全
膿
的
な
把
握
が
可
能
な
こ
と
は
ま
こ
之
に
著
者

の
言
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
澄
田

　

正
こ

　
　
　

昭
和
十
三
年
度
朝
鮮
古
蹟
調
査
報
告

　
　

‘

　
　
　
　
　
　

四
六
倍
版
、
九
一
頁
、
閻
版
八
八
葉
。

　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
五
年
九
月
蛮
行

　

非
資
品

　

朝
鮮
古
蹟
研
究
者
の
牛
島
澄
跡
遺
物
に
開
す
る
諸
調
査
は
、
今
や
よ
り

科
學
的
に
し
て
、
よ
り
着
賓
な
る
方
法
を
以
て
行
は
れ
、
吾
人
の
朝
鮮
古

代
文
化
に
對
す
る
知
見
を
深
め
る
に
緊
要
な
る
基
礎
的
諸
事
賓
を
提
出
し

て
ゐ
る
の
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
事
賃
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
昭
和
十
三
年
度

に
於
い
て
な
さ
れ
た
調
査
の
報
告
で
あ
っ
て
、
前
年
度
に
も
者
し
て
新
し

い
種
々
の
事
官
に
開
す
る
簡
潔
に
し
て
、
而
か
も
要
領
を
得
た
記
述
か
ら

成
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
巻
頭
の
梅
原
末
治
研
究
員
の
同
年
度
古
蹟
調
査
概
要

に
見
ら
る
ｘ
が
如
く
。
調
査
の
主
對
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
三
國
鼎
立
時

代
に
於
け
る
高
句
麗
、
百
済
、
新
羅
の
三
國
の
古
代
遺
跡
で
あ
る
が
、
一

部
分
そ
れ
以
前
の
史
前
の
も
の
に
も
及
び
。
其
の
範
関
は
全
鮮
に
亘
り
、

且
つ
古
代
寺
址
に
於
い
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
。

　

さ
て
先
づ
高
句
麗
の
遺
跡
と
し
て
は
、
小
泉
顧
夫
・
米
田
美
代
治
爾
氏

の
調
査
に
係
る
平
壌
府
外
清
岩
里
慶
寺
址
が
皐
げ
ら
れ
る
。
こ
の
賤
寺
は

後
、
高
麗
時
代
に
重
創
を
見
た
如
く
で
あ
る
が
、
其
の
間
に
高
句
麗
時
代

の
遺
構
と
置
物
と
を
出
し
て
、
同
代
寺
址
の
研
究
に
劃
期
的
な
事
竃
を
提

示
し
た
。
即
ち
そ
の
伽
藍
は
中
門
（
門
址
）
、
塔
（
八
角
政
址
）
、
金
堂

（
中
央
大
殿
址
）
。
講
堂
（
敷
椿
殿
址
）
等
と
思
は
れ
る
主
要
建
築
物
が
南
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