
批

評

・

紹

介

中
園
征
服
王
朝
の
研
究

上

田

村

遺
著

責

昭
和
三
十
九
年
九
月

A
5剣

四
四
四
頁

東
洋
史
研
究
曾

闘

版

四

葉

本
書
は
も
ち
ろ
ん
下
容
も
刊
行
さ
れ
て
は
じ
め
て
完
結
す
る
は
ず
の
も
の
で

あ
る
。
下
容
が
金
・
元
雨
朝
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
射
し
、
こ
の
上
谷
で

は
遼
朝
を
扱
い
、
併
せ
て
、
こ
の
三
朝
を
中
関
史
に
於
け
る
征
服
王
朝
と
し
て

の
筈
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
本
書
の
ば
あ
い
、
第
一

章
が
上
・
下
爾
容

を
お
お
う
論
述
で
あ
る
の
を
除
け
ば
、
遼
研
究
書
と
し
て
十
分
の
ま
と
ま
り
を

持
つ
著
作
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
章
別
に
な
っ
て
い
る
。

序
に
か
え
て

第
一
章
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
歴
史
世
界
の
形
成
と
設
展

第
二
章
遼
朝
建
園
前
の
キ
タ
イ
族

第
三
章
遼
朝
の
成
立

第
四
章
遼
朝
を
め
ぐ
る
園
際
関
係

第
五
章
遼
・
宋
の
交
通
と
遼
朝
の
経
済
的
後
達

第
六
章
遼
朝
の
祉
曾
に
閲
す
る
研
究

第
七
章
キ
タ
イ
族
の
枇
曾
生
活

田
村
教
授
が
、
そ
の
研
究
生
活
に
入
ら
れ
る
や
、
主
と
し
て
と
り
く
ま
れ
た

却
の
が
遼
靭
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
昭
和
八

年
、
嘗
時
の
東
京

・
京
‘都

爾
帝
大
で
満
蒙
文
化
研
究
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
企
劃

さ
れ
、
は
じ
ま
っ
た
と
き
、
少
壮
研
究
者
の
一
人
と
し
て
そ
れ
に
参
加
さ
れ
、

昭

和
二
二
年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
四
冊
刊
行
さ
れ
た

「
満
蒙
史
論
叢
」
、
そ
の

績
篇
的
に
戦
後
一
冊
だ
け
だ
が
刊
行
さ
れ
た

「
東
方
史
論
叢
」
、
そ
の
他
主
要

な
撃
禽
誌
に
数
多
く
褒
表
さ
れ
た
論
文
の
ほ
と
ん
ど
が
、
金
・
元
雨
朝
史
関
係

の
も
の
と
並
び
契
丹
・
遼
関
係
の
も
の
で
文
字
ど
お
り
雄
篇
の
名
に
債
す
る
も

の
も
少
く
な
か
っ
た
。

一
方
、
そ
の
問
、
た
し
か
三
度
ぐ
ら
い
は
内
蒙

・
東
蒙

方
面
を
踏
査
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
考
古
撃
の
小
林
行
雄
氏
と
共
著
の
報
告
書

「
慶
陵
」

を
公
刊
さ
れ
た
、
興
安
嶺
中
の
一
峯
ワ
l
リ
ン
マ

ン
ハ
中
腹
の
遼
の

帝
陵
調
査
は
、

一
般
の
遼
史
研
究
に
と

っ
て
も
劃
期
的
な
成
果
だ

っ
た
。
右

報
告
書
が
極
め
て
高
く
許
債
さ
れ
た
こ
と
も
笛
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
同
時

に
、
こ
の
よ
う
な
現
地
の
遺
蹟
あ
る
い
は
景
観
に
親
し
ま
れ
た
鵠
験
が
、
軍
な
る

文
献
操
作
に
よ
る
研
究
の
ワ
ク
を
越
え
、
著
者
の
契
丹

・
遼
史
研
究
に
第

一
級

と
し
て
の
深
み
厚
さ
を
加
え
て
い
る
、
と
い
う
の
が
本
書
に
接
し
て
あ
ら
た
め

て
印
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
。

以
下
、

章
を
逐
っ
て
そ
の
論
述
内
容
も
紹
介
し
た
い
と
思
う
が
、
著
者
も
そ

の
「
序
に
か
え
て
」
の
な
か
で
一
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

各
章
節
は
、

そ
れ
ぞ
れ
曾
て
毅
表
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
論
文
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
昭
和
一

O
年
頃
か
ら
一
七
J
八
年
頃
ま

で
に
毅
表
さ
れ
た
も
の
と
い
え
ば
、
既
に
三

O
年
前
後
む
か
し
の
作
で
あ
る
の

に
、
そ
こ
で
論
設
さ
れ
た
諸
事
貨
が
ほ
と
ん
ど
今
で
も
改
め
る
必
要
の
な
い
と

い
う
こ
と
は
、

考
之
て
み
る
と
相
骨
固
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
今
述
べ
た
よ

う
な
う
ら
打
ち
が
あ
れ
ば
こ
そ
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、

本
書
の
叙

述
ぜ
ん
た
い
を
通
じ
て
み
る
と
、
も
と
と
な
っ
た
銃
設
表
論
文
そ
の
ま
ま
を
再

録
し
た
の
で
は
な
く
、
比
べ
て
み
る
と
す
ぐ
わ
か
る
が
補
訂
す
べ
き
と
こ
ろ
は
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補
訂
し
、
細
く
意
を
用
い
て
表
現
も
繁
え
、
し
ば
し
ば
全
面
的
に
書
き
改
め
、

新
し
く
筆
を
下
ろ
し
た
箇
慮
も
少
な
く
な
い
。
前
作
で
た
ん
ね
ん
に
示
さ
れ
た

史
料
原
文
の
か
な
り
の
部
分
を
省
略
し
た
代
り
に
新
し
い
史
料
を
示
し
た
り
、

史
料
引
用
の
方
法
も
多
く
は
讃
み
下
し
文
に
な
お
さ
れ
、
新
時
代
の
識
者
の
使

宜
を
は
か
る
と
同
時
に
、
一

mmの
著
書
と
し
て
の
叙
述
と
い
う
こ
と
へ
の
配
慮

が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
与
は
上
下
爾
俳
句
を
通
じ
こ
の
序
説
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ

、

の
章
に
つ
い
て
は
最
後
に
ふ
れ
た
い
と
思
う
。

第
二
章
は
、
昭
和
一
一
一
一
年
に
夜
表
さ
れ
た
「
唐
代
契
丹
族
の
研
究
||
特
に

関
闘
停
説
の
成
立
と
八
部
組
織
に
つ
い
て
|
|
」
(
満
蒙
史
論
叢
I
、
一

J
八

五
頁
)
が
も
と
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
「
遼
朝
建
国
前
の
キ
タ
イ
族
」
と
題
名

を
改
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
思
ナ
界
現
吠
へ
の
配
慮
も
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
本
書

を
遼
史
叙
述
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
の
意
図
も
う
か
が
え
る
こ
と
と
し
て
私
は

受
け
と
っ
た
。
ま
た
、
ふ
草
中
、
前
作
で
用
い
ら
れ
た
「
開
闘
説
話
」
と
い
う
表

現
を
「
始
組
説
話
」
に
改
め
て
お
ら
れ
る
な
と
正
し
い
訂
正
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
細
い
配
慮
が
以
下
全
篇
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
こ
の
さ
い
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

本
章
で
扱
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
史
料
不
足
の
こ
の
テ
l

マ
に
つ
い
て
、
キ
タ
イ

人
の
聞
に
停
承
さ
れ
て
い
た
と
見
え
る
始
祖
説
話
l
l
二
類
型
が
あ
る
|
l
a
を

通
じ
て
、
歴
史
事
賓
と
し
て
の
キ
タ
イ
族
ほ
ん
ら
い
の
住
地
(
第
二
節
)
、
キ

タ
イ
八
部
の
問
題
(
第
三
節
〉
を
ひ
き
出
す
と
共
に
、
有
名
な
背
牛

・
白
馬

・

木
葉
山
信
仰
の
事
賓
と
そ
れ
が
あ
と
か
ら
始
租
説
話
に
も
り
こ
ま
れ
る
過
程
を

考
え
た
も
の
(
第
四
節
〉
、
ぜ
ん
た
い
と
し
て
こ
の
説
話
鰻
系
の
成
立
時
期
を

康
代
玄
宗
の
こ
ろ
(
八
世
紀
ご
ろ
〉
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
キ
タ
イ
八
部
の

問
題
で
、
遼
史
に
侍
え
ら
れ
る
北
貌
時
代
の
古
八
部
な
る
も
の
の
存
在
を
明
確

に
否
定
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
古
キ
ク
イ
族
の
問
題
を
扱
う
ば
あ
い
、
混
鋭
を
さ

け
る
指
針
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
唐
代
キ
タ
イ
族
の
族
長
大
賀
氏
の
世
系
も

纏
系
づ
け
、
そ
の
頃
の
キ
タ
イ
族
の
吐
曾
構
造
の
分
析
な
ど
、
は
じ
め
て
の
こ

こ
ろ
み
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
頃
お
そ
ら
く
は
松
井

等
「
契
丹
勃
興
史
」
(
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
一
〉
で
ふ
れ
ら
れ
た
ぐ
ら

い
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
軍
な
る
説
話
研
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
問
題
を
さ
ぐ
ろ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
、
か
な
り
多
く
の
人
が
こ
の
始
組
説

話
を
め
ぐ
っ
て
論
議
し
た
。
と
く
に
愛
宕
松
男
氏
の
「
契
丹
古
代
史
の
研
究
」

の
よ
う
な
ユ

ニ
ー

ク
な
方
法

・
考
察
に
よ
る
研
究
も
出
て
い
る
し
、
民
族
問
宇

・
説
話
事
の
近
年
の
後
述
し
た
水
準
を
顧
慮
し
な
が
ら
、
一
方
北
ア
ジ
ア
諸
族

共
通
の
問
題
と
し
て
さ
ら
に
新
し
い
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
あ
り
得
ょ
う
。
そ

れ
に
し
て
も
、
遼
朝
前
史
と
し
て
こ
の
章
で
述
べ
ら
れ
指
摘
さ
れ
た
論
鮎
は
、

今
後
の
ま
ず
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
は
、
第
一
節
が
「
太
租
の
統

一
と
迭
刺
部
」
、
第
二
節
が
「
太
租
の

建
園
と
漢
人

・
漢
城
」

。
唐
代
中
期
、
前
章
で
設
か
れ
た
説
話
が
固
ま
る
頃
か

ら
部
族
連
合
飽
と
し
て
の
統
一
勢
力
を
形
成
し
て
き
た
キ
タ
イ
族
は
、
一

O
世

紀
は
じ
め
耶
律
阿
保
機
が
出
て
閥
家
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
建
闘
の

過
程
が
こ
の
雨
節
で
ま
ず
設
か
れ
る
。
阿
保
機
の
出
た
迭
刺
部
の
問
題
、
彼
が

核
問
勢
力
と
し
て
の
八
部
を
超
越
し
た
存
在
と
な
る
過
程
な
ど
を
分
析
し
、
彼
が

勢
力
を
得
る
に
漢
人
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
を
と
く
に
注
目
し
、
諸
文

献
に
よ
り
、
そ
れ
ら
漢
人
の
主
だ
っ
た
も
の
の
事
蹟
を
明
ら
か
に
し
、
関
連
し

て
漢
城
と
よ
ば
れ
た
漢
入
居
留
城
市
に
つ
い
て
論
ず
る
。
以
上
の
雨
節
を
う
け

て
、
第
三
節
「
遊
牧
政
機
か
ら
征
服
王
朝
へ
」
は
、
副
題
と
し
て
「
耶
律
氏
政

権
か
ら
遼
帝
闘

へ
の
設
展
過
程
」

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
過
程
、
い
わ
ば
建
闘

戦
争
期
の
諸
事
賞
、
溺
海
図
の
併
合
そ
し
て
東
丹
園
の
建
設
、
燕
代
十
六
州
の
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領
有
、
中
原
進
駐
な
ど
の
事
蹟
を
、
太
組
・
太
宗
期
を
通
じ
て
た
ど
り
、
中
園

史
上
の一

王
朝
と
な
っ
た
遼
朝
が
、
固
有
文
化
以
外
に
中
国
文
化
を
如
何
に
受

け
入
れ
た
か
、
早
く
津
田
左
右
士
ロ
「
遼
の
制
度
の
二
重
健
系
」
(
満
鮮
地
理
歴

史
研
究
報
告
、
五
)
以
来
注
目
さ
れ
て
い
た
、

そ
れ
ま
で
の
中
闘
王
朝
に
見
ら

れ
ぬ
二
元
的
園
家
飽
制
の
成
立
を
述
べ
る
。

第
四
章
は
目
を
そ
と
に
縛
じ
、
遼
の
封
外
閥
係
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る

が
、
な
か
で
も
宋
及
、
ひ
西
夏
と
の
交
渉
を
二
節
に
わ
け
で
説
く
。
宋
と
の
附
係

で
は
、
中
心
論
鮎
と
し
て
澄
淵
の
盟
約
を
成
立
過
程
、
和
議
篠
件
な
ど
に
つ
い

て
詳
察
を
加
え
、
そ
れ
以
前
と
、
そ
れ
以
後
い
よ
い
よ
複
雑
に
な
る
遂
の
園
際

問
題
の
な
か
で
も
比
較
的
友
好
関
係
を
維
持
し
た
封
宋
闘
係
を
述
べ
、
宋
と
の

友
好
関
係
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
謄
じ
遼
閣
内
部
の
文
化
・
枇
舎
が
漢
化
し
つ

つ
愛
達
す
る
と
の
展
望
を
奥
え
、
次
章
で
設
く
と
こ
ろ
の
前
提
を
明
か
に
す

る
。
西
夏
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、
西
夏
自
身
が
東
方
で
遼
・

宋、

西
方
で
は

ウ
イ
ク
ル
王
国
な
ど
に
は
さ
ま
れ
た
な
か
で
自
立
す
る
過
程
、
そ
の
な
か
で
と

く
に
遼
と
の
和
戦
爾
様
の
交
渉
の
事
賞
を
明
ら
か
に
す
る
。
通
じ
て
、
遼

・
西

夏
と
い
う
結
び
つ
き
ぐ
あ
い
が
、
宋
朝
に
封
し
て
も
そ
の
他
近
透
の
少
数
諸
族

に
謝
し
で
も
大
き
く
も
の
を
い
っ
て
い
た
こ
と
、
著
者
は
と
く
に
そ
の
よ
う
な

主
張
を
あ
ら
た
め
て
文
字
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
デ
な
情
勢

が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
遼
に
と
っ
て
は
さ
ら
に
東
方
の
女
巽
や

高
腐
、
北
方
西
方
の
ト
ル
コ
系
諸
族
、
高
昌
・
甘
州
の
ウ
イ
グ
ル
王
闘
な
ど
と

の
交
渉
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
曾
て
論
述
さ

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
(
「
慶
陵
」

I
、
第
六
章
、
第
三
節
〉
、
本
書
で
は
省

略
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
は
第
四
章
を
受
け
て
の
問
題
分
析
と
い
え
よ
う
。
三
節
に
わ
け
ら

れ
、
第
一
簡
で
遼
・
宋
聞
の
交
通
路
と
相
互
の
使
節
往
来
の
賓
態
を
明
か
に

し
、
第
二
節
で
雨
園
聞
の
公
私
の
貿
易
状
況
を
、
前
章
と
関
連
す
る
が
溜
淵
の

約
を
境
と
す
る
設
展
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
分
析
し
、
加
え
て
大
規
模
な
歳
幣

・
種
物
・
賜
輿
の
賞
吠
を
通
じ
、
遼
朝
と
し
て
は
如
何
に
多
く
の
金
口
聞
を
入
手

し
た
か
を
論
理
起
す
る
。
第
三
筋
で
、
そ
の
結
果
遼
圏
内
の
経
済
が
後
展
し
た
こ

と
を
説
く
が
、
そ
こ
で
は
、
こ
ん
ど
は
園
内
の
交
通
路
の
褒
達
ぶ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
交
通
路
の
具
穂
像
、
銭
貨
の
流
通
欲
況
と
く
に
宋
貨
が
非
常
に
多
く
流
通

し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
論
聾
さ
れ
て
い
る
。
第
四

・
第
五
の
雨
章
を
通
じ
て
、

新
し
く
生
れ
た
園
家
が
統
一
関
家
と
し
て
園
礎
も
確
立
し
た
こ
と
を
、

交
通
路

の
整
備
後
達
、
経
済
的
基
盤
の
充
貸
し
て
い
た
こ
と
な
ど
の
質
態
を
詳
細
に
賓

設
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
意
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
そ
の
経
過
を
た
ど
っ

て
き
た
統

一
関
家
の
確
立
、

そ
こ
で
確
立
さ
れ
た
関
家
が
す
な
わ
ち
征
服
王
朝
と
し
て
の
遼
朝
で
あ
り
、
そ

の
征
服
王
朝
と
と
く
に
銘
う
た
れ
る
特
徴
的
な
園
家
枇
曾
の
構
成
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
と
い
え
ば
、
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
北
族
固
有
の
も
の
と
漢
族
侍
統

的
な
も
の
と
の
二
重
飽
系
が
制
度
面
に
見
ら
れ
、
そ
の
現
象
を
さ
さ
え
る
園
家

位
曾
の
分
析
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
わ
け
で
、
著
者
も
、
ま
さ
に
そ
の
観
貼
か
ら

こ
の
問
題
を
と
り
上
げ
、
第
一
に
徒
民
政
策
と
州
眠
開
設
置
の
事
貨
に
注
目
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
徒
民
政
策
と
州
豚
制
の
成
立
」
と
題
し
第
一
節
に

置
か
れ
た
も
の
で
、
論
述
す
る
と
こ
ろ
、
遼
朝
歴
代
、
と
く
に
太
租

・
太
宗
時

代
の
漢
人

・
溺
海
人
な
ど
定
着
生
活
に
な
じ
ん
で
い
た
も
の
の
遼
圏
内
へ
の
被

強
制
移
住
者
、
亡
命
者
な
ど
の
賓
態
、
彼
ら
に
よ
る
州
豚
設
置
の
事
情
、

そ
し

て
そ
の
よ
う
な
州
燃
の
行
政
的
と
り
扱
い
、
さ
ら
に
多
綾
な
成
立
過
程
に
よ
る

類
別
|
|
頭
下
州
・

軍
、
斡
魯
架
所
腐
州

・
豚
、
奉
陵
邑
、
南
梅
密
院
所
属
州

鯨
ー
ー
な
ど
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
や
が
て
そ
れ
ら
が
中
央
政
府
、

南
楢
密
院

下
に
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
説
き
歴
史
的
推
移
の
考
療
も
忘
れ
て
い
な
い
。

噌

aL
n
y
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第
二
節
「
都
市
の
成
立
と
性
格
」
も
右
の
州
豚
成
立
と
同
じ
問
題
と
し
て
、
遼

園
内
の
代
表
的
都
市
と
考
え
ら
れ
る
五
京
そ
れ
ぞ
れ
の
都
制
、
住
民
構
成
を
詳

し
く
分
析
し
、
加
え
て
、
こ
の
五
京
に
政
治
都
市
、
軍
事
都
市
な
ど
の
性
格
上

の
相
異
が
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。

こ
の
関
節
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
昭
和
一
五
年
に
設
表
さ
れ
た
「
遼
代
に
於

け
る
従
民
政
策
と
都
市
・州
鯨
制
の
成
立
」

(
満
蒙
史
論
叢
田
〉
が
中
核
で
あ
る

が
、
著
者
は
そ
れ
以
前
、
昭
和
一
二
年
、
東
洋
史
談
話
舎
で
口
頭
報
告
し
て
お

ら
れ
(
東
洋
史
研
究
三
の
二
、
七
一
頁
参
照
)
そ
の
頃
活
液
化
し
丈
い
た
、
モ

ン
コ
ル
に
も
共
通
の
頭
下
、
投
下
の
問
題
(
安
部
健
夫
「
元
代
投
下
語
源
考
」

東
洋
史
研
究
三
の
六
、
小
林
高
四
郎
コ
冗
代
の
投
下
の
意
義
に
つ

い
て
」

善
隣

協
曾
調
査
月
報
六
九
、
村
上
正
二
「
元
朝
に
於
け
る
投
下
の
意
義
」
蒙
古
皐
報

て
島
田
正
郎
「
遼
の
頭
下
州
に
謝
す
る
こ
三
の
憶
測
」
歴
史
皐
研
究
九
の
九

な
と
)
に
遼
捌
係
で
は
雄
理
さ
れ
た
資
料
を
提
供
し
問
題
貼
を
明
か
に
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
。
オ
ル
グ
に
つ
い
て
も
古
く
箭
内
亙
博
士
が
ふ
れ
ら
れ
(
「
元
朝

斡
耳
架
考
」
第
五
節
、
東
洋
翠
報
一

0
2ニ
)
て
以
来
は
じ
め
て
、
個
々
に
つ

い
て
詳
細
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
論
文
で
は
各
頭
下
州

・
軍
、
オ
ル
グ

所
「協
の
州
燃
に
つ
い
て
一
々
考
話
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
本
書
で
は
た
だ
表
示
に
と

ど
め
て
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
州
鯨
に
関
連
し
て
の
従
民
政
策
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
も
遅
れ
て
島
田
正
郎
氏
な
ど
の
論
議
も
見
ら
れ
た
(
「
迷
の
従
民
政
策
に

就
い
て
の
一
私
見
L

史
穆
雑
誌
五
三
の
二
、

な
お
膝
史
向
学
研
究
九
の
五
・
六
、

一
七
四
頁
参
照
〉
が
、
さ
ら
に
、
金
・
元

・
消
朝
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら

の
王
朝
の
漢
人
統
治
策
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
後
、
著
者
が
こ
こ
で
質
議
さ
れ

た
こ
と
は
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
著
者
み
ず
か
ら
述
懐
さ
れ
た
こ
と

だ
が
(
「
序
に
か
え
て
」
五

・
六
頁
〉
、
こ
れ
ら
い
わ
ゆ
る
征
服
王
朝
の
行
政

的
二
重
髄
系
を
必
要
と
し
た
、
そ
の
園
家
枇
曾
の
具
樫
像
、
が
省
時
と
し
て
は
は

じ
め
て
明
確
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
最
後
に
第
三
節
と
し
て
「
遼
代

俳
教
の
枇
曾
史
的
考
察
」
を
加
え
ら
れ
て
あ
る
が
、
悌
教
寺
院
が
都
市
と
切
り

離
せ
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
木
章
に
含
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
五
京
そ
れ
ぞ

れ
に
建
置
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
併
寺
、
そ
れ
ら
の
寺
院
の
施
主
を
各
種
史

料
に
よ
り
検
索
考
差
し
ま
と
め
て
あ
る
。

終
章
、
第
七
章
の
う
ち
、
そ
の
第
一
節
「
遼
朝
の
部
族
制
」
は
ま
さ
に
前
章

で
設
か
れ
た
州
豚
制
と
封
比
さ
れ
、
そ
の
二
元
的
国
家
紅
舎
の
も
う
一
方
の
も

の
、
ほ
ん
ら
い
の
キ
タ
イ
人
な
ど
牧
民
部
族
の
統
治
行
政
の
問
題
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ

い
て
は
車
に
キ

タ
イ
人

・
遼
朝
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
北
族
国
家

・

王
朝
に
於
い
て
も
同
じ
問
題
、か
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
遼
朝
の
そ
れ
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
質
態
が
整
理
し
て
ま
と
め
ら
れ
で
あ
る
。
皇
族
な
ど
の
配
下
に
あ

る
帳
族
と
そ
の
他
一
般
部
族
と
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
の
事
情
、
編
成

な
と
が
設
か
れ
る
。
第
二
部
「
キ
タ
イ
族
の
生
活
儀
式
」
で
住
居

・
食
物
、
そ

し
て
そ
の
生
活
と
切
り
雌
せ
な
い
狩
磁

・
漁
携
の
貫
態
を
、
第
三
節
で
は
頭
髪

・
冠
り
も
の

・
服
飾
な
ど
に
つ
い
て
文
献
と
遺
物
か
ら
資
料
を
渉
獄
し
て
論

議
、
そ
の
特
異
な
頭
髪
様
式
な
ど
い
ろ
い
ろ
誤
解
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て

明
確
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
各
章
節
ほ
と
ん
ど
既
設
表
の
論
文
が
も

と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
鮎
は
い
ず
れ
も
重
要
な
問
題
で
あ
り
、

諸
事
貨
の
立
諮
過
程
な
ど
、
と
う
て
い
一
々
批
評
紹
介
で
き
る
も
の
で
は
な

と
こ
ろ
で
、
私
は
か
ね
て
か
ら
滋
史
研
究
の
面
白
さ
と
い
う
も
の
を
想
像
し

て
い
た
。
中
関
正
史
と
し
て
は
「
遼
史
」
の
評
判
は
必
ず
し
も
良
く
な
い
が
、

そ
れ
を
補
う
各
種
史
書
が
あ
る
。

「
長
編
」
の
ご
と
き
大
き
な
も
の
も
大
い
に

用
い
得
る
と
同
時
に
、
私
人
の
行
紀
類
も
、
こ
の
よ
う
な
小
王
朝
の
わ
り
に
は
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比
較
的
多
い
し
、
史
料
傑
件
は
錯
綜
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
解
き
ほ
ぐ
す

面
白
さ
が
あ
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
こ
の
王
朝
あ
る
い
は
王
朝
成
立
以
前
を
ふ

く
め
て
も
、
そ
の
領
域
は

一
時
わ
が
園
の
最
も
活
液
な
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
考
古

・
歴
史
的
研
究
も
ふ
く
ま
れ
、
文
字
ど
お
り

世
界
の
事
界
に
誇
り
得
る
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
が
利
用
で
き
る
と
い
う

何
よ
り
の
強
味
が
あ
る
と
。
ま
た
こ
う
い
う
考
え
も
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
日
本
の
東
洋
史
研
究
の
な
か
で
も
、
遼
史
研
究
な
ど
は
最
も
本
格
的
な
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
そ
れ
は
、
右
め
よ
う
な
史
料
篠
件
、
と
く
に
現
地
で

の
調
査
研
究
の
成
果
が
多
く
日
本
人
の
手
中
に
あ
る
と
い
う
事
賞
で
裏
づ
け
ら

れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
時
代
は
考
古
事
か
ら
い
っ
て
も
歴
史
時
代
考
古
豪

に
属
す
る
も
の
だ
し
、
土
中
の
遺
物
の
み
な
ら
ず
地
表
の
遺
蹟
が
、

今
に
そ
の

ま
ま
侍
え
ら
れ
て
い
る
。
地
理
考
察
に
し
て
も
、
現
在
の
景
観
、
河
川
・

道
路

が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
嘗
時
の
歴
史
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
間
早
に
文
献
だ

け
で
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
あ
る
い
は
地
域
と
は
異
り
、
い
わ
ば
闘
史
研
究

に
も
比
す
べ
き
具
鰻
性
を
以
て
、
こ
の
遼
史
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
か

ら
で
あ
る
。

今
回
こ
の
著
述
に
援
し
、
ま
ず
、
は
じ
め
の
、
面
白
そ
う
だ
、
な
ど
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
は
う
っ
か
り
口
に
は
で
き
ぬ
と
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ

た
。
個
々
の
論
文
で
奔
見
し
た
と
き
も
思
わ
ぬ
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う

に
そ
れ
を
積
み
重
ね
ら
れ
、
し
か
も

一
貫
し
た
展
望
を
輿
え
ら
れ
て
み
る
と
、

各
種
文
献
史
料
を
渉
猟
し
考
設
し
、
遺
蹟
遺
物
に
つ
い
て
も
配
慮
し
論
設
し
て

ゆ
く
の
は
並
た
い
て
い
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

本
の
遼
史
研
究
の
高
い
水
準
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と

を
再
確
認
し
た
の
も
事
賓
で
あ
る
。

思
え
ば
、
著
者
な
ど
が
そ
の
中
心
的
役
割
を
演
じ
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
、
は
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じ
め
に
も
ち
ょ
っ
之
ふ
れ
た
が
、
数
回
の
現
地
踏
査

u

あ
る
い
は
遺
蹟
調
査
の
経

験
成
果
を
自
身
の
手
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
躍
に
机
上
だ
け
で
考
察
す
る
も

の
と
は
異
る
、

事
賞
認
識
に
封
す
る
自
信
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
淡
々
と
し
た
行
論
の
聞
に
、
何
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
自
信
に
謝

す
る
頼
も
し
き
を
私
は
感
じ
た
。
本
書
中
で
も
、
と
く
に
論
鮎
が
歴
史
地
理
事

的
分
析
に
関
連
し
て
く
る
と
、
そ
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
阿
保
機
の
建
国
ご

ろ
の
話
に
出
て
く
る
漢
城
・

盤
池
な
ど
の
問
題
(
一
二
九
|
一

一一
一
六
頁
)、
遼
・

宋
間
(
二
二
九
|
二
三
六
頁
)
や
遼
圏
内

(二
四
九
一
|
二
五
六
頁
〉

の
交
通

路
の
問
題
、

奉
陵
巴
と
し
て
の
州
豚

(
二
九
三
l
=
二

O
頁
〉
や
五
京

会

二

五
1

三
五
四
頁
)
あ
る
い
は
諸
都
市
の
併
寺
の
問
題
(
三
五
七

三
六
二
頁
)

な
ど
、
す
べ
て
地
岡
・
篤
異
な
ゼ
も
附
載
さ
れ
て
の
論
述
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
そ
の
前
の

「
満
洲
歴
史
地
理
」
「
潟
鮮
歴
史
地
理
研
究
報
告
」
時
代
と
も

い
う
べ
き
松
井
等

・
津
田
左
右
吉
あ
る
い
は
鳥
居
龍
造
諸
氏
の
開
拓
さ
れ
た
と

こ
ろ
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
も
あ
る
が、

一
段
と
高
め
ら
れ
た
水
準
に
あ
る
こ

と
は
疑
な
い
。

と
仁
か
く
、

こ
の
よ
う
に
し
て
著
者
が
多
大
の
労
力
を
費
し
て
基
礎
的
諸
事

賀
を
解
明
さ
れ
、

キ
タ
イ
族

・
遼
朝
史
研
究
に
謹
さ
れ
た
業
績
を
本
書
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
既
設
表
の
論
文
を
集
め
た
躍
な
る
論
文
集
で
な
い

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
遼
朝
建
国
前
の
部
族
枇
曾
時
代
に
は
じ
ま
り
、
阿

保
機
の
撞
頭
そ
し
て
統
一
画
家
の
建
設
過
程
、
闘
礎
の
確
立
、
綴
い
て
確
立
さ

れ
た
征
服
王
朝
と
し
て
の
遼
の
園
家
粧
曾
の
構
造
を
と
、
章
を
逐
っ
て
論
じ
、

設
か
れ
た
こ
と
は
、
下
谷
に
収
め
ら
れ
る
は
ず
の
金

・
元
雨
朝
関
係
と
併
せ
、

そ
れ
こ
そ
書
名
と
さ
れ
た
、
中
園
征
服
王
朝
の
研
究
、
と
い
う
大
き
な
問
題
解

明
を
意
因
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
室
。
そ
の
意
園

・
成
果
に
関
し
て
は
、
爾

出
世
揃
っ
た
と
き
は
じ
め
て
許
領
さ
れ
る
べ
き
、
だ
ろ
う
が
、
た
だ
、
本
書
冒
頭
の

- 93ー
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第
一
章
「
北
ア
ジ
ア
に
於
け
る
歴
史
世
界
の
形
成
と
設
展
」
は
、
雨
容
を
通
じ

て
の
序
章
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
著
者
の
遼
史
研
究
か
ら
中
国

征
服
王
朝
研
究
へ
と
問
題
を
扱
げ
た
と
い
う
か
深
め
た
と
い
う
か
、
問
題
意
識

設
展
の
あ
ら
わ
れ
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

第
一
章
は
衣
の
四
節
に
わ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
北
ア
ジ
ア
文
化
閤
と
東
ア
ジ

ア
文
化
圏
」
「
北
ア
ジ
ア
に
於
け
る
歴
史
世
界
の
形
成
」
「
北
ア
ジ
ア
世
界
の

歴
史
的
展
開
」
「
遊
牧
園
家
と
征
服
王
朝
の
歴
史
的
性
格
」

一
こ
の
四
節
を
通

じ
て
の
主
張
は
、
中
闘
に
於
け
る
征
服
王
朝
の
成
立
を
、
ま
ず
北
ア
ジ
ア
歴
史

世
界
と
い
う
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
、
そ
の
上
で
は
じ
め
て
そ
れ
と
封
抗
的
存

在
の
、
南
方
の
中
関
農
耕
枇
曾
と
の
閥
係
を
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。
第

二
に
、
遼

・
金

・
元
な
ど
の
征
服
王
朝
の
出
現
と
い
う
現
象
は
北
ア
ジ
ア
歴
史

世
界
そ
の
も
の
の
特
定
の
設
展
段
階
に
臨
応
じ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
、
す
な
わ

ち
、
そ
こ
に
北
ア
ジ
ア
歴
史
世
界
に
於
け
る
時
代
匿
分
が
設
定
で
き
る
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。

本
章
の
も
と
と
な
っ
た
論
文
は
、
昭
和
三
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
北
ア
シ
ア

に
お
け
る
歴
史
世
界
の
形
成
」

(
ハ
ー
バ
ー
ド
・

燕
京

・
同
志
位
東
方
文
化
講

座
第
十
斡
〉
だ
が
、
そ
の
前
の
「
東
方
史
の
構
造
と
そ
の
展
開
」
(
史
林
一
一
一
一
一

の
一
〉
、
「
北
ア
ジ
ア
世
界
に
於
け
る
国
家
の
類
型
」
(
京
都
大
摩
文
事
部
創

立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
〉
な
ど
と
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
通
じ

て
の
著
者
の
主
張
に
は
私
な
ど
は
は
じ
め
か
ら
大
き
な
閥
心
を
持
ち
啓
蒙
を
受

け
た
も
の
で
、
私
な
り
に
折
に
ふ
ね
論
じ
て
み
た
こ
と
も
あ
る
し
細
部
で
相
異

す
る
貼
な
く
も
な
い
が
い
ま
は
省
略
す
る
(
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
遊
牧
民
族
の
世
界
」

東
洋
経
済
新
報
社
「
世
界
史
講
座
」
二
、
江
上
波
夫
編
「
北
ア
ジ
ア
史
」
第
二

章
「
遊
牧
枇
曾
の
護
展
」
、
第
四
章
「
草
原
の
封
建
制
」
参
照
)
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
著
者
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
、
歴
史
世
界
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

モ
ン
コ
リ
ア
中
心
に
「
北
ア
ジ
ア
歴
史
世
界
」
と
表
現
さ
れ
る
そ
の
ば
あ
い
、

そ
れ
と
西
方
ジ
ュ
ン
カ
リ
ア
と
く
に
カ
ザ
ク
ス
タ
ン
以
西
と
の
つ
な
が
り
は
ど

う
考
え
る
か
な
と
、
一
つ
の
大
き
な
疑
問
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
私
は
賛

成
で
あ
る
。
古
く
白
鳥
庫
吉
博
士
な
ど
が
、
い
わ
ば
南
北
封
抗
史
咽
酬
を
打
ち
出

し
、
極
東
史
の
理
解
に
新
生
面
を
輿
え
た
が
、
な
お
中
園
史
の
問
題
中
心
と
い

う
感
は
ぬ
ぐ
え
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
い
ま
一
歩
ぬ
き
出
ね
ば
南
北
封
抗

関
係
も
正
笛
に
は
把
握
で
き
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
著
者
の
そ
の
よ
う
な
基
本
的
姿

勢
こ
そ
、
征
服
王
朝
の
問
題
に
つ
い
て
も
正
し
い
問
題
設
定
を
可
能
に
し
た
と

許
領
し
た
い
。
そ
れ
が
ま
た
、
著
者
が
こ
こ
で
設
か
れ
た
第
二
の
論
鮎
、
歴
史
考

察
と
し
て
は
基
本
的
な
、
時
代
的
後
展
と
い
う
問
題
意
識
に
も
つ
な
が
り
得
た

の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
北
ア
ジ
ア
世
界
の
歴
史
的
姿
展
に
つ
い
て
も
、
た
と

え
ば
、
旬
奴
王
園
か
ら
ウ
イ
ク
ル
王
図
ま
で
「
氏
族
共
同
纏
的
構
造
が
温
存

さ
れ
」
て
い
る
「
氏
族
制
に
も
と
づ
く
部
族
国
家
あ
る
い
は
部
族
連
合
健
的
園

家
」
(
五
三
頁
)
'
|l
こ
の
氏
族
の
文
字
は
民
族
と
ミ
ス
ハ
プ
リ
ン

ト
さ
れ
て
い

る
|
|
と
一
括
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
今
後
の
課
題
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

キ
ク
イ
以
降
に
つ
い
て
征
服
王
朝
と
し
て
の
遼

・
金

・
元

・
消
に
つ
い
て
は
設

か
れ
た
が
、
北
ア
ジ
ア
世
界
と
し
て
は
モ
ン
コ
リ
ア

・
ジ
ュ
ン
カ
リ
ア
内
部
の

草
原
一
位
曾
に
つ
い
て
の
指
摘
も
も
う
少
し
欲
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
基
本

的
に
は
、
ウ
イ
ク
ル
王
園
以
前
を
古
代
、
キ
タ
イ
以
降
を
中
世
と
さ
れ
た
認
識

そ
の
も
の
に
は
や
は
り
私
は
賛
成
す
る
。

た
し
か
に
、
著
者
自
身
に
よ
り
、
キ
タ
イ
部
族
吐
曾
か
ら
統
一
図
家
へ
、
さ

ら
に
中
園
史
上
の
王
朝
へ
と
い
う
す
じ
道
は
、
本
書
に
も
ら
れ
た
賀
詮
的
分
析

に
よ
り
明
か
に
さ
れ
た
。
部
族
紅
曾
、
統
一
的
牧
民
園
家
、
征
服
王
朝
、
そ
れ

ぞ
れ
の
枇
禽
関
係

・
枇
曾
構
造
の
分
析
な
ど
も
、
本
書
の
も
と
と
な
っ
た
諸
論

文
の
登
表
さ
れ
た
頃
か
ら
い
よ
い
よ
多
く
の
人
の
閥
心
を
ひ
く
よ
う
に
な
っ
た
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は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
キ
タ
イ
・
遼
研
究
だ
け
で
な
く
、
満
洲

族
、
モ
ン
ゴ
ル
族
、
あ
る
い
は
西
方
で
の
ト
ル
コ
族
な
ど
の
ば
あ
い
と
併
せ
比

較
考
察
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
皐
界
全
慢
の
課
題
で

あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
前
提
と
し
て
大
き
な
視
野
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
そ

れ
に
こ
た
え
た
の
が
こ
の
第
一
章
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
も
す
れ
ば
無
思
想
性

を
云
々
さ
れ
が
ち
な
わ
が
園
の
東
洋
史
皐
界
、
ま
し
て
や
北
ア
タ
ア
史
事
界
に

と
っ
て
、
賓
護
で
裏
づ
け
ら
れ
た
田
村
教
授
の
こ
の
よ
う
な
視
野
は
、
後
進
の

者
に
と
っ
て
は
大
き
な
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
山
田

信
夫
〉

中
園
古
代
帝
園
の
形
成

|

|
特
に
そ
の
成
立
の
基
礎
傑
件

l
!木

村

正

雄

著

昭

和

四

十

年

三

月

不

味

堂
書
庖

A
5
判

八

二
七
頁
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と
も
か
く
た
い
へ
ん
な
ボ
リ
ウ
ム
で
あ
る
。
秦
漢
史
の
研
究
は
こ
こ
数
年
の

聞
に
、
ち
ょ
っ
と
思
い
つ
く
だ
け
で
も
増
淵
、

栗
原
、
金
谷
、
西
嶋
、
平
中
、

佐
藤
、
鎌
田
ら
諸
氏
の
い
ず
れ
お
と
ら
ぬ
大
怖
を
え
た
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
を

ぬ
く
超
大
作
で
あ
る
。
な
に
は
と
も
あ
れ
中
国
古
代
史
研
究
に
と
っ
て
、
慶
賀

の
い
た
り
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
紙
読
風
の
も

の
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
を
特
殊
問
題
に
し
ぼ

っ
た
専
門
研
究
で
あ
る
。
ま
え
ま

え
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
秦
漢
史
の
研
究
は
ま
す
ま
す
微
細
精
績
の
度
を
加

え
つ
つ
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
本
の
書
評
は
、
正
直
に
い
っ
て
、
わ
れ
な
が
ら
不
満
足
な
も

の
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

理
由
は
二
つ
あ
っ
て
、
そ
の
第
一
は
、
本
書
の
主
趨

を
な
す
歴
史
地
理
摩
的
研
究
に
ま

っ
た
く
歯
が
た
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二

に
こ
れ
ま
で
の
ば
あ
い
は
、
西
嶋
氏
に
し
て
も
増
淵
氏
に
し
て
も
、
日
ご
ろ
か

ら
親
交
を
め
ぐ
ま
れ
て
、
著
者
の
も
の
の
考
え
方
が
、
あ
る
程
度
わ
か

っ
て
い

た
。
だ
か
ら
讃
み
の
浅
い
黙
た
り
な
い
黙
は
、
行
聞
か
ら
補
う
こ
と
も
で
き

た
。
と
こ
ろ
が
木
村
氏
の
ば
あ
い
そ
う
は
い
か
な
い
い
。
と
い
う
わ
け
で
本
書
の

書
評
は
、
た
だ
活
字
ず
ら
を
お
っ
て
、
得
た
感
想
を
つ
ら
ね
る
に
止
ま
る
と
お

も
う
。
こ
の
貼
は
あ
ら
か
じ
め
著
者
お
よ
び
讃
者
の
方
々
に
お
わ
び
し
て
お
き

た
しさ

て
本
書
は
四
つ
の
章
か
ら
な
り
、

第
一
章
は
「
線
論
」

で
あ
る
。
こ
の
章

は
さ
き
に
「
歴
史
事
研
究
」
第
一
二
七
践
に
愛
表
さ
れ
た
「
中
国
古
代
専
制
主

義
と
そ
の
基
礎
」
を
大
幅
に
加
筆
補
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
主
要
な
論
旨

は
か
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
著
者
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
中
関
古
代

史
研
究
の
構
造
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

秦
漢
帝
国
す
な
わ
ち
中
園
古
代
専
制
主
義
を
、
個
別
人
身
的
支
配

γ

と
み
る
西

嶋
氏
ら
の
設
は
正
し
い
。

「
然
し
こ
の
設
が
十
分
納
得
さ
れ
る
た
め
に
は
v

こ

の
よ
う
な
直
接
個
別
的
人
身
支
配
(
論
文
で
は
以
後
人
頭
的
支
配
と
よ
ば
れ
て

い
る
が
、
本
書
で
は

「
湾
民
制
」

と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
||

河
地
)
が
、

如
何
に
し
て
成
立
し
、

何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
か
を
、
も
っ
と
明
確
に

説
明
す
る
必
要
が
あ
る
(
前
掲
論
文
、

一一

頁)。

こ
れ
が
ま
ず
第

一
の
問
題

設
定
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
の
問
題
を
員
正
直
に
正
面
か
ら
受
け
と
め
積
極
的

に
解
答
し
よ
う
と
試
み
る
。
い
っ
た
い
専
制
君
主
が
高
民
を
一

一冗
的
1

個
別
人

身
的
に
支
配
す
る
関
係
、
そ
れ
が
秦
漢
，帝
園
の
基
本
構
造
で
あ
る
と
す
る
考
え

方
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
筆
の
常
識

1
|園
家
権
力
は
支
配
階
級
の
階
級
支

配
を
維
持
強
化
す
る
た
め
の
権
力
装
置
で
あ
る
と
す
る
定
説
か
ら
、
大
き
く
迎

p
h
u
 

n目


