
批

評
・
紹

介

古

島

和

雄

著

中
園
近
代
社
曾
史
研
究

河

地

本
書
に
は
、
古
島
和
雄
氏
が
一
九
五
O
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
の
二
二
年

聞
に
稜
表
さ
れ
た
論
文
一
一
二
篇
が
、
表
題
の
改
訂
と
技
術
的
な
修
正
を
の
ぞ
い

て
、
ほ
ぼ
原
文
の
ま
ま
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
本
書
の
内
容
を

紹
介
し
て
お
こ
う
。

第
一
篇

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章
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沓
中
園
に
お
け
る
土
地
所
有
と
そ
の
性
格

抗
日
時
期
の
土
地
政
策

土
地
改
革
と
富
農
問
題

農
業
革
命
と
農
民
解
放
の
寅
態

農
民
的
土
地
所
有
の
形
成
と
そ
の
集
幽
的
所
有
の
展
開

人
民
公
社
の
成
立

農
業
協
同
化
と
人
民
公
社

1
l人
民
公
祉
の
基
礎
構
造
解
明
の
た
め
の
究
書
|
|

第
八
章
園
民
経
済
復
興
期
に
お
け
る
統
制
政
策
と
そ
の
性
格

第
九
章
中
園
革
命
と
人
民
民
主
統
一
戦
線

第

一
O
章

解

放

闘
争
と
人
民
民
主
統

一
戦
線

第
一
一
章
奮
中
園
の
人
権
問
題
と
基
本
権
思
想

重

|
|
人
民
民
主
濁
裁
論
と
の
関
連
に
お
い
て
|
|

第
二
篇

第
一
章

識

明
末
長
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
地
主
経
営

|
|
沈
氏
農
書
の
一
考
察
|
|

第
二
章
補
農
書
の
成
立
と
そ
の
地
盤

本
書
の
構
成
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
原
論
文
の
裂
表
年
次
と
内
容
か

ら
み
て
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
部
分
に
分
け
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
一
の
部
分
は
、
第
二
篇
の
二
つ
の
章
で
あ
っ
て
、
い
ち
ば
ん
古
い
時
期
、

一
九
五

O
年
と
一
九
五
二
年
に
設
表
さ
れ
て
お
り
、
内
容
も
ま
た
い
ち
ば
ん
古

い
時
期
す
な
わ
ち
明
末
清
初
の
地
主
経
営
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
は
皐
界

に
デ
ヴ
ュ
ー
さ
れ
た
著
者
の
名
を
一
一
挙
に
高
め
た
論
文
で
あ
り
、
関
西
の
北
村

敬
直
氏
の
研
究
と
な
ら
ん
で
、
明
清
位
曾
経
済
史
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
業
績

と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

著
者
が
研
究
生
活
に
入
ら
れ
た
頃
は
、
シ
ノ
ロ
ジ
l
の
重
い
惇
統
が
拳
界
全

慢
の
研
究
の
枠
組
み
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
紋
況
を
今
公
玖
に
お
い
て
讃

む
と
、
「
王
朝
史
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
俸
統
的
な
中
園
史
皐
に
馴
染
む
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
中
園
史
研
究
の
入
口
あ
た
り
で
、
あ
れ

こ
れ
勉
強
を
始
め
た
頃
諌
ん
だ
本
の
中
で
、
故
戒
能
通
孝
氏
の
『
支
那
土
地
法

慣
行
序
説
』
と
い
う
論
考
は
、
私
に
、
た
い
へ
ん
強
烈
な
印
象
を
輿
え
て
く
れ

た
。
た
し
か
、
ギ
l
ル
ケ
の
近
代
法
皐
の
立
場
か
ら
、
分
析
の
た
め
の
い
く
つ

か
の
指
標
を
抽
出
し
た
上
で
、
こ
れ
を
物
指
と
し
て
、
華
北
農
村
慎
行
調
査
に

よ
る
諸
資
料
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
戦
前
に
一

般
的
に
主
張
さ
れ
た

封
建
設
を
批
剣
す
る
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
し
た
も
の
と
記
憶
し
て
い
る
。
私

は
、
戒
能
氏
に
よ
っ
て
し
め
さ
れ
た
、
こ
の
論
考
の
た
い
へ
ん
見
事
な
手
法

に
、
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
「
あ
と
が
き
」
の
一
節
は
、

-155ー
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は
な
は
だ
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
著
者
は
こ
う
し
て
体
統
的
中
園
史
準
の

埼
外
に
あ

っ
た
戒
能
氏
の
者
作
に
魅
了
さ
れ
つ
つ
、
同
時
に
、

戒
能
氏
の
よ
う

に
封
建
制
を
否
定
し
た
あ
と
、
で
は
沓
中
園
段
村
を
ど
の
よ
う
な
祉
舎
健
制
と

し
て
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
い
だ
か
れ
、
こ
の
共
鳴
と
疑
問

が
、
哲
中
園
祉
舎
と
そ
の
時
皮
革
に
か
ん
す
る
そ
の
後
の
長
い
研
究
活
動
を
貫
く

基
調
と
な
っ
た
と
見
う
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
自
の
前

に
ま
ず
ひ
ら
け
た
の
は
、
敗
載
を
契
僚
と
し
た
、
わ
き
た
つ
よ
う
な
皐
界
扶
況

で
あ
っ
た
。
中
園
史
の
新
し
い
鐙
系
的
理
解
は
ど
の
よ
う
な
理
論
に
よ
っ
て
可

能
と
な
る
か
。
マ
ル
ク
ス
の
い
う
歴
史
渡
展
の
法
則
性
ゃ
、
マ

ッ
ク
ス

・
ウ
エ

i
パ
l
の
歴
史
理
解
は
、
は
た
し
て
中
闘
史
に
お
い
て
賃
設
さ
れ
う
る
か
。
中

園
に
お
け
る
封
建
制
と
は
何
か
。
封
建
制
ば
か
り
で
な
く
奴
隷
制
に
つ
い
て
も

資
本
主
，
義
の
設
展
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
問
わ
れ
、
日
本
史
で
も
西
洋
史

で
も
問
機
の
動
き
が
盛
り
上
っ
た
。
若
者
の
先
桝
的
業
績
は
、
そ
の
よ
う
な
欣

況
の
な
か
で
生
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
う
書
く
と
4

融
解
さ
れ
か
ね
な
い
の
で
、
一
言
つ
け
加
え
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
二
篇
は
、
中
園
封
建
制
を
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の
で
も

な
け
れ
ば
、
地
主
経
管
の
な
か
に
中
園
封
建
制
の
質
詮
を
さ
が
し
求
め
よ
う
と

し
た
も
の
で
も
な
い
。
反
射
に
こ
の
ニ
篇
は
、
設
書
の
綿
密
な
分
析
を
通
じ

て
、
明
末
清
初
の
江
南
の
在
地
経
借
地
主
の
賀
態
を
具
艦
的
に
解
明
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
り
、

著
者
自
身
「
特
殊
な
事
例
」
の
「
単
な
る
地
方
史
的
考
察

に
す
ぎ
な
い
」
と
断
っ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
着
賞
、
具
鐙
的
研
究
の
ゆ
え

に
、
こ
の
解
髄
渦
程
に
あ
る
地
主
経
営
を
、
専
制
王
朝
支
配
と
里
甲
制
の
雛
，貌

過
程
、
商
品
・
貨
幣
経
済
の
殻
達
、
寄
生
地
主
制
の
設
展
な
ど
の
歴
史
的
流
れ

の
中
に
位
置
づ
け
る
試
み
の
な
か
か
ら
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
の
典
型
を
安
易

に
適
用
す
る
封
建
制
論
を
許
さ
な
い
沓
中
園
祉
禽
支
配
健
制
の
特
異
な
様
態
に

か
ん
す
る
研
究
課
題
を
ひ
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。

本
書
を
構
成
す
る
第
二
の
部
分
は
、
第
一
筋
の
第
一

章
か
ら
第
七
章
ま
で
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
章
を
の
ぞ
く
六
つ
の
章
の
原
論
文
は
、
第
一
の
部
分
か

ら
や
や
間
隔
を
お
い
て
、
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
六
三
年
に
か
け
て
後
表
さ
れ

た
。
前
述
の
第
一
の
部
分
を
な
す
二
篇
が
執
筆
さ
れ
て
い
た
頃
か
ら
こ
の
第
二

の
部
分
の
六
篇
が
執
筆
さ
れ
た
頃
に
か
け
て
、
中
園
で
は
、

著
者
が
ま
さ
に
研

究
劉
象
に
し
て
い
た
そ
の
密
中
園
農
村
祉
舎
が
後
革
の
嵐
に
ま
き
こ
ま
れ
、
そ

れ
は
つ
い
に
は
人
民
公
社
の
形
成
に
ま
で
進
ん
だ
。
著
者
の
目
が
こ
の
事
態
に

惹
き
つ
け
ら
れ
な
い
は
ず
は
な
く
、
そ
の
研
究
成
果
が
六
篇
に
な
っ
て
あ
ら
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
あ
と
で
紹
介
す
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
軍日
を
編
む
に
あ
た

っ
て
、
総
論
と
も
い
う
べ
き
第
一

章
に
、
か
な
り
後
の
一
九
七
二
年
に
夜
表
さ
れ
た

「
哲
中
園
に
お
け
る
土
地
所

有
と
そ
の
性
格
」
が
置
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
研
究
の
出
褒
粘
に
戒
能

氏
の
研
究
へ
の
共
鳴
と
疑
問
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
、

安
易
な
封
建
制
設
を
否
定
す
る
著
者
の
視
角
は
、
そ
の
後
の
明
清
地
主
経
営
の

研
究
や
農
村
革
命
の
研
究
を
買
い
て
、
つ
い
に
こ
の
第
一
章
に
い
た
っ
た
、
と

私
は
感
ず
る
の
で
あ
る
。

本
書
を
構
成
す
る
第
三
の
部
分
は
、
第
一

篇
の
第
八
章
か
ら
第

一一

章
ま
で

で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
挙
の
原
論
文
は
、
第
二
の
部
分
に
後
例制
し
て
、
一
九
六

四
年
か
ら
一
九
七
一
年
に
か
け
て
渡
表
さ
れ
た
。
著
者
の
目
は
こ
の
頃
か
ら
農

村
綾
平
を
は
な
れ
、
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
ふ
く
む
、
も

っ
と
庚
い
社
合
同皮革

に
む
け
ら
れ
た
。
そ
の
研
究
成
果
が
こ
の
四
つ
の
章
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

cυ Fhu 

噌

i

以
上
の
説
明
で
本
書
の
概
要
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
の

で
、
以
下
個
々
の
章
の
内
容
に
立
ち
い
っ
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
限
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ら
れ
た
枚
敏
で
大
部
な
本
書
の
内
容
を
く
わ
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
筆
者
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
お
の
ず
か
ら
密
政
の
生
ず
る
こ
と
を
お
許

し
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
章
は
、
中
園
農
村
革
命
が
出
変
革
し
よ
う
と
し
、
ま
た
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
醤
中
園
農
村
と
は
一
鐙
ど
の
よ
う
な
社
舎
で
あ
っ
た
か
を
、
ト
ー
タ

ル
な
形
で
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
著
者
の
研
究
の
出

裂
鮎
に
あ
っ
た
戒
能
氏
に
た
い
す
る
疑
問
に
た
い
し
て
、
な
が
い
研
究
の
末
よ

う
や
く
書
き
上
げ
ら
れ
た
解
答
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
奮
中
園

祉
舎
に
お
け
る
村
落
共
同
慢
の
根
強
い
残
存
(
そ
の
上
に
形
成
さ
れ
る
封
建

制
)
と
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
に
お
け
る
そ
の
解
鐙
と
い
う
図
式
を
批
判
し
、
戦

前
戦
中
の
中
園
農
村
賞
態
調
査
に
基
く
研
究
に
依
接
し
て
、
葱
中
園
の
自
然
村

落
は
、
明
確
な
境
界
を
も
っ
た
封
鎖
的
な
共
同
鐙
で
は
な
く
、
水
利
や
「
看

背
」
は
村
落
共
同
値
的
機
能
と
し
て
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た

そ
こ
で
の
土
地
所
有
形
態
は
、
領
主
制
的
な
そ
れ
で
は
な
く
て
、
き
わ
め
て
流

動
的
な
地
主
制
で
あ
っ
た
と
す
る
。
奮
中
園
農
村
社
舎
を
構
成
し
て
い
る
の

は
、
ひ
と
つ
は
抽
象
的
な
人
的
結
合
と
し
て
あ
る
自
然
村
落
と
、
も
う
ひ
と
つ

は
農
村
集
市
市
場
を
範
園
と
す
る
濁
立
的
で
閉
鎖
的
な
地
域
社
舎
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
あ
る
農
村
社
舎
の
上
に
は
、
特
徴
あ
る
権
力
構
造
が
形
成
さ
れ

た
。
そ
れ
は
募
制
王
朝
の
官
僚
制
的
支
配
値
制
と
地
主
制
が
構
造
的
に
結
び
つ

い
た
繕
紳
・
豪
紳
支
配
鐙
制
で
あ
る
。
地
主
は
ま
た
問
屋
的
仲
間
貝
商
、
高
利
貸

商
業
資
本
と
し
て
農
村
集
市
市
場
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
流
通
の

進
行
が
も
た
ら
す
は
ず
の
繕
紳
鐙
制
の
解
燈
過
程
を
逆
に
阻
止
し
、
自
己
の
支

配
箆
制
の
ひ
と
つ
の
基
礎
と
し
て
の
農
村
集
市
市
場
を
中
心
と
す
る
閉
鎖
的
な

地
域
枇
舎
を
強
力
に
維
持
し
た
。
ア
ヘ
ン
戟
争
以
降
の
西
欧
資
本
主
義
の
侵
入

は
、
容
易
に
中
園
圏
内
市
場
に
入
り
こ
め
な
い
ま
ま
、
協
力
者
と
し
て
開
港
場

の
質
排
商
人
を
選
び
、
さ
ら
に
そ
れ
を
媒
介
者
と
し
て
農
村
市
場
の
問
屋
的
仲

買
商
と
結
合
し
た
。
か
く
て

一
九
世
紀
末
以
降
、
帝
園
主
義
は
農
村
の
支
配
健

制
と
結
合
し
、
孤
立
分
散
的
な
農
村
市
場
を
強
固
に
存
績
さ
せ
つ
つ
、
し
か
も

そ
れ
を
植
民
地
市
場
と
し
て
再
編
成
し
た
。
そ
の
結
果
農
民
経
営
は
下
降
分
解

し
て
い
き
、
地
主
の
経
済
的
支
配
は
よ
り
直
接
的
・

暴
力
的
な
も
の
と
な
り
、

緩
紳
・
豪
紳
支
配
鐙
制
は
土
豪

・
劣
紳
の
そ
れ
に
措炭
化
し
て
い
く
。
大
恐
慌
、

四
大
家
族
の
濁
占
の
形
成
、
圏
内
に
お
け
る
反
動
支
配
値
制
の
再
編
成
、
謝
外

的
に
は
金
融
的
あ
る
い
は

農
産
物
輸
出
の
面
か
ら
す
る
帝
園
主
義
へ

の
従
属

化
、
か
く
て
土
地
改
革
を
中
心
と
す
る
農
村
革
命
は
、
反
官
僚
資
本
、
反
帝
園

主
義
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の
拙
皮
革
運
動
の
性
格

の
な
か
に
、

沓
中
園
杜
曾
の
構
造
的
特
質
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
第
二
草
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
今
日
議
み
な
お
し
て
み
て
も
、

靖国
中
園
社
舎
税
制
の
す
ぐ
れ
た
概
括
で
あ
る
と
お
も
う
し
、
か
つ
て
譲
ん
だ
と

き
に
も
大
き
な
共
感
を
究
え
た
こ
と
を
想
い
だ
す
。
こ
こ
で
私
事
に
わ
た
っ
て

恐
縮
で
あ
る
が
、
一
言
申
し
添
え
て
お
く
な
ら
ば
、
筆
者
も
ま
た
一
九
六
三
年

中
園
地
主
制
の
寅
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
挟
北
の
馬
氏
に
か
ん
す
る
こ
筋

の
論
文
を
渡
表
し
て
い
ら
い
、

醤
中
園
農
村
の
特
異
な
社
曾
稜
制
に
目
を
ひ
か

れ
、
一
九
六
七
年
と
一
九
六
八
年
地
主
制
を
中
心
と
す
る
農
村
経
済
償
制
に
か

ん
し
て
二
篇
の
論
文
を
設
表
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
毛
津
東
の
農
民
革
命
論
の

研
究
を
経
て
、
原
論
文
に
若
干
の
補
筆
訂
正
を
加
え
、
著
者
の
原
論
文
が
護
表

さ
れ
る
す
こ
し
前
の
一
九
七
二
年
一
月
、
拙
者
『
毛
調
停
東
と
現
代
中
園
』
に
第

四
章
「
窟
問
中
園
の
農
村
経
済
鐙
制
と
村
落
」
、
第
五
章
「
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の

ウ
エ
ス
タ
ン

・
イ
ン
パ
ク
ト
と
中
園
の
農
村
経
済
健
制
」
と
し
て
牧
録
し
て
い

た
。
こ
う
書
く
と
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、

筆
者
も
著
者
と
よ
く
似
た
研
究
経
路

を
た
ど
り
、
よ
く
似
た
結
論
に
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
村
落
共
同
慌
の
非
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存
在
、
「
小
地
方
市
場
圏
」
の
も
つ
重
要
性
、
そ
こ
で
多
面
的
に
展
開
さ
れ

る
、
生
き
た
経
済
的
諸
関
係
と
し
て
の
地
主
経
済
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
「
郷

紳
大
地
主
の
政
治
的
、
社
合
的
支
配
償
制
」
な
ど
皆
そ
う
で
あ
る
。
ち
が
う
と

い
え
ば
、

・ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
の
外
図
資
本
主
義
の
活
動
を
分
析
し
た
第
五
章

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
れ
が
こ
の
農
村
経
済
鐙
制
を
破
壕
す
る
も
の
で
な

か
っ
た
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
た
い
し
、
著
者
も
そ
の
黙
は
認

め
つ
つ
、
な
お
そ
れ
が
中
園
農
村
社
舎
の
全
世
と
し
て
の
牢
植
民
地
化
で
あ

り
、
農
村
の
下
降
分
解
を
加
速
し
、
さ
ら
に
大
恐
慌
以
後
官
僚
資
本
主
義
全
鐙

の
従
属
化
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼

で
著
者
の
覗
野
は
い
っ
そ
う
康
く
、
健
系
的
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

第
二
挙
以
下
は
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
中
園
共
産
議
が
指
導
し
た
農
村

革
命
の
研
究
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
二
章
は
、
抗
日
時
期
の
滅
租
滅
息
政
策
の
内

容
と
意
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
、
そ
れ
以
前
の
、
地
主
制
ば

か
り
か
富
農
の
存
在
ま
で
否
定
し
た
政
策
か
ら
の
大
き
な
鞠
換
で
あ
っ
た
。
し

か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
単
な
る
減
租
減
息
に
止
ま
ら
ず
、
農
民
の

土
地
耕
作
権
、
小
作
権
、
生
活
改
善
、
生
産
権
強
に
つ
い
て
の
多
岐
に
わ
た
る

保
障
規
定
を
含
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
地
主
小
作
制
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
た

さ
ま
ざ
ま
な
「
宇
封
建
的
」
搾
取
関
係
あ
る
い
は
階
習
に
た
い
す
る
庚
汎
な
民

主
的
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
農
民
と
地
主
の
劉
立
は
避
け
が
た
い
。
そ
こ

で
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
、
抗
日
を
遂
行
す
る
原
動
力
は
、
農
民
大
衆
の
自

渡
的
立
ち
上
り
と
組
織
化
に
も
と
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
抗
日
の
た
め
の
戦
術

後
退
の
中
に
も
、
農
村
革
命
の
基
本
線
は
貫
か
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
著
者

の
主
張
の
よ
う
で
あ
る
。

第
三
掌
は
、
前
章
に
つ
づ
く
時
期
、
著
者
の
い
う
「
内
戟
期
土
地
改
革
」
の

性
格
と
意
義
を
、
と
く
に
富
農
問
題
を
中
心
と
し
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
園
土
地
法
大
綱
に
お
い
て
、
富
農
が
地
主
と
な
ら
ん
で
改
革
の
劉
象
と
さ
れ

た
こ
と
は
、
面
白
い
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
改
革
そ
れ
自
躍
の
中
に
地

主
制
と
富
農
経
済
を
と
も
に
否
定
す
る
性
格
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
富
農
経

済
に
地
主
制
と
一
絡
に
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
の
中
華
ソ
ビ
エ
ト
共
和
図
土
地
法
の
富
農

否
定
は
前
者
の
問
題
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
中
園
土
地
法
大
綱
の
富
農
否
定

は
後
者
の
問
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
後
者
は
沓
型
富
農
と
新
型
富
農
を
匡
別

し
、
原
則
的
に
富
農
経
済
の
す
べ
て
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
現
質
に
は
、
土
地
法
大
綱
の
紹
釘
卒
均
主
義
的
土
地
分
配
の
原

則
に
よ
っ
て
、
富
農
は
も
ち
ろ
ん
中
農
で
さ
え
財
産
侵
害
を
う
け
る
針
象
と
な

っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
土
地
分
配
政
策
は
、
農
民
居
一
般
の
意
識
に
微
妙
な
影

響
を
輿
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
菅
緩
幹
部
舎
議
で
の
毛
深
東
講
話

は
、
紹
制
到
均
分
主
義
を
一
種
の
農
業
社
舎
主
義
的
思
想
と
し
て
批
判
し
、
闘

争
、
改
革
は
農
民
大
衆
の
意
識
水
準
、
組
織
水
準
な
ど
地
域
の
具
鐙
的
情
況
に

隠
じ、

段
階
を
追
っ
て
進
め
る
べ
き
だ
と
自
己
批
判
し
た
。
こ
う
し
て
土
地
法

大
綱
か
ら
中
華
人
民
共
和
園
土
地
改
革
法
へ
の
流
れ
は
、
富
農
保
存
路
線
へ
の

穂
換
を
特
徴
の
一
っ
と
す
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
お
い
て
も
、
貧
血
皮
に
依
接

し
、
中
農
と
副
結
す
る
原
則
、
農
民
の
白
夜
的
な
大
衆
運
動
に
よ
っ
て
土
地
改

革
を
進
め
る
方
針
は
貫
徹
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
本
章
の
論
旨
で
あ
る
。
農
業

あ
る
い
は
農
民
社
曾
主
義
的
思
想
、
こ
れ
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
中
園
共
産

黛
の
農
業
政
策
を
、
解
放
闘
争
の
歴
史
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
再
検
討
す
る

さ
い
、

一
つ
の
重
要
な
手
掛
り
と
な
る
問
題
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

第
四
章
は
、
戟
後
の
土
地
改
革
を
中
心
と
す
る
農
業
革
命
に
よ
っ
て
、
農
民

は
い
か
に
解
放
さ
れ
た
か
の
賞
態
を
、
主
と
し
て
土
地
所
有
吠
況
|

|
穂
陸
と

し
て
の
中
農
化
傾
向
ー
ー
に
よ
っ
て
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て

。。
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新
し
い
階
級
分
化
の
傾
向
と
、
そ
れ
に
封
廃
す
る
互
助
合
作
化
運
動
の
初
期
の

貧
態
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
は
、
前
章
と
ほ
ぼ
同
様
の
問
題
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
章

が
書
か
れ
て
か
ら
七
年
、
そ
の
閲
農
業
協
同
化
の
全
園
的
完
成
か
ら
さ
ら
に
人

民
公
社
化
を
経
た
時
黙
で
褒
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
土
地
改
一
草
に
よ
っ
て
成

立
し
た
農
民
的
土
地
所
有
の
「
過
渡
的
性
格
」
、
農
民
経
営
の
「
極
め
て
強
い
限

界
性
」
を
契
機
と
し
て
、
農
業
協
同
化
が
い
か
な
る
段
取
り
で
進
行
し
た
か
が

総
括
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
過
程
で
、
初
級
祉
段
階
で
の
組
織

睡
制
を
固
め
な
い
ま
ま
、
ま
た
技
術
改
革
を
伴
わ
な
い
ま
ま
、
急
速
に
高
級
祉

に
移
行
し
た
急
進
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
寅
は
そ
の
背
後
に
は
大
小
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
渦
巻
い
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
ま
で
も
う
一
歩
踏
み
こ

ん
だ
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
お
し
ま
れ
る
。
大
小
の
問
題
と
は
、
マ

ク
ロ
的
に
は
、
大
海
の
よ
う
な
後
進
的
農
業
社
曾
の
中
で
押
し
進
め
ら
れ
る
祉

曾
主
義
的
工
業
化
が
生
み
だ
す
諸
問
題
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
機
械
化
を
伴
わ

な
い
農
業
集
闘
化
に
つ
い
て
激
し
い
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
、
食
糧
・
原
料
の

供
出
を
め
ぐ
り
農
村
騒
動
が
お
こ
っ
て
指
導
部
に
衝
撃
を
輿
え
、
資
本
蓄
積
基

盤
と
し
て
の
農
業
部
門
に
た
い
す
る
政
策
を
め
ぐ
っ

て
摸
索
が
お
こ
な
わ
れ
た

が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
農
業
協
同
化
の
問
題
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
。
ミ
ク

ロ

的
に
は
、
長
い
歴
史
の
聞
に
形
成
さ
れ
て
き
た
農
村
と
農
家
経
営
の
多
面
的
な

生
産
活
動
と
生
活
ス
タ
イ
ル
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
と
リ
ズ
ム
を
、
集
圏
的
な
そ
れ

に
切
り
換
え
る
こ
と
に
伴
う
諸
問
題
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
中
に
は
の
ち
に

な
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
も
あ
り
、
こ
の
章
が
書
か
れ
た
時
期
を
考
え
る

と
、
室
開勾
の
言
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
六
章
で
は
、
協
同
化
に
つ
づ
き
、

一
九
五
七
年
八
月
の
祉
曾
主
義
教
育
運

動
か
ら
人
民
公
社
化
に
す
す
ん
だ
過
程
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
の
背

景
に
も
、
前
章
に
つ
い
て
の
べ
た
諸
問
題
、
さ
ら
に
「
百
花
斉
放
、
百
家
争

鳴
」
か
ら
反
右
波
闘
争
へ
の
急
穂
、
第
一
次
五
箇
年
計
蜜
最
終
年
の
経
済
状
況

な
ど
が
あ
っ
た
の
で
、
前
章
に
つ
い
て
と
同
様
の
感
想
を
舞
え
る
が
、

繰
り
返

さ
な
い
。

第
七
章
は
、
前
章
か
ら
二
年
後
、
「
農
業
協
同
化
の
各
段
階
に
お
け
る
、
生

産
編
成
の
展
開
を
中
心
と
し
て
、
人
民
公
社
の
構
造
的
特
質
を
貫
く
、
基
礎
過

程
の
論
理
を
解
明
す
る
た
め
に
」
書
か
れ
た
。
中
園
の
農
業
協
同
化
は
機
械
化

に
先
行
し
て
質
施
さ
れ
、
生
産
力
櫓
大
の
契
機
は
、
潜
在
的
な
労
働
力
の
動
員

と
、
労
働
力
多
投
に
よ
る
停
統
的
な
労
働
集
約
的
農
法
の
強
化
に
求
め
ら
れ
た

か
ら
、
そ
れ
は
生
産
関
係
の
鑓
革
に
よ
る
労
働
力
の
合
理
的
再
編
成
に
依
存
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
人
民
公
社
は
こ
の
よ
う
な
路
線
上
に
、
し
か
し
協
同
組

合
と
は
質
的
に
飛
躍
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
と
す
る
の
で
あ

る
。
中
園
の
農
業
協
同
化
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
、

人
民
公
社
は
そ
れ
以
上
に
問
題
を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
農
業
・
食
糧
問
題
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
は
正
嘗
に
評
債
す
べ
き
で

あ
り
、
そ
の
ば
あ
い
の
成
功
の
生
産
力
的
基
礎
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。

第
八
章
以
下
は
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
社
舎
健
制
全
鐙
の
幾
革
の
研
究

で
あ
る
。
そ
の
ば
あ
い
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
中
華
人
民
共
和
園
の
成
立
川日

新
民
主
主
義
革
命
の
勝
利
完
成
後
の
、
い
わ
ゆ
る
園
民
経
済
復
興
期
の
政
権
と

政
策
の
性
質
を
ど
う
規
定
す
る
か
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
こ
れ
は
「
革
命
の

成
長
特
化
」
の
問
題
と
し
て
多
く
の
議
論
を
よ
ん
で
き
た
。
そ
の
焦
黙
の
ひ
と

つ
は
私
的
資
本
主
義
経
済
に
た
い
す
る
政
策
に
あ
る
。
第
八
章
は
、
そ
の
主
要

な
形
態
を
制
限
あ
る
い
は
市
場
統
制
と
し
て
と
ら
え
、
工
商
業
調
整
か
ら
一
一
一
反

五
反
運
動
へ
の
展
開
を
く
わ
し
く
分
析
す
る
中
で
、
「
公
私
粂
願
・

努
資
雨

-159ー
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利
」
、
計
資
生
産
、
合
法
的
利
潤
、
違
法
行
信
用
な
ど
「
復
興
期
の
論
理
を
構
成

す
る
基
礎
的
な
概
念
」
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
総

括
的
に
い
え
ば
、
市
場
統
制
の
諸
捕
監
は
一

貫
し
て
資
本
主
義
の
否
定
で
は
な

い
が
、
「
祉
舎
主
義
閤
家
」
の
下
で
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
統
制
」
で
あ

り、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
深
刻
な
階
級
闘
争
と
し
て
の

木
一簡
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
一
言
希
望

を
の
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
復
興
期
は
牢
封
建

・
半
値
民
地
経
捕
円
か
ら
社
曾
主
義

経
済
へ
の
構
造
的
特
換
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
時
期
の
政

策
は
、
措
問
中
園
枇
曾
値
制
の
構
造
的
特
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
貼
は
正
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
農
村
市
場
の
再
編

成

|
l供
鈎
合
作
祉
の
組
織
化
や
城
郷
物
資
交
流
運
動
な
ど
に
、
も
う
少
し
多

く
の
分
析
が
お
こ
な
わ
れ
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
九
挙
は
「
革
命
の
成
長
純
化
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
解
明
の
緒
を
戦
後

時
期
の
統
一
戦
線
の
展
開
の
分
析
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、

抗
日
時
期
の
統
一
戦
線
政
策
は
、
情
勢
に
附
応
じ
て
あ
れ
こ
れ
の
勢
力
と
同
盟
す

る
戟
術
で
は
な
く
、
抗
日
を
統
一
目
標
と
し
つ
つ
、
し
か
も
庚
汎
な
人
民
大
衆

が
立
ち
上
っ
て
自
ら
組
織
し
、
政
治
に
参
加
し
、
各
波
が
卒
等
に
人
民
民
主
主

義
を
貨
現
す
る
、
つ
ま
り
新
民
主
主
義
革
命
の
全
泊
程
と
結
び
つ
く
問
題
で
あ

っ
た
。
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
新
し
い
状
況
が
生
れ
、
そ
の
ひ
と
つ
は
民
族
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
、
民
主
諸
黛
汲
に
よ
る
第
三
得
路
線
の
形
成
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
著
者
は
中
図
民
主
同
盟
の
形
成
、
設
展
の
背
景

(
都
市
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

の
要
求
、
図
際
的
な
支
持
、
同
情
)
と
解
般
の
過
程
〈
図
民
黛
の
内
戦
政
策
、

ア
メ
リ
カ
の
軍
事
干
渉
)
を
倹
討
し
、
そ
の
解
鐙
が
統
一
戦
線
の
縮
小
で
は
な

く
、
逆
に
民
族
統
一
戦
線
か
ら
よ
り
庚
汎
な
人
民
民
主
統
一
戦
線
へ
の
設
展
で

あ
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
一

0
4草
は
、
も
と
岩
波
講
座

『世
界
歴
史
』
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
叙
述
の
範
囲
は
ひ
ろ
く
総
括
的
で
あ
る
が
、
基
調
は
前
章
に
よ
っ
て
輿
え

ら
れ
て
い
る
の
で
、
く
わ
し
い
紹
介
は
省
略
す
る
。

第

一
一
章
で
は
、
中
園
に
お
け
る
人
権
思
想
の
設
展
が
、
辛
亥
革
命
期
、
園

共
合
作
期
、
解
放
医
と
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
中
国
に
お
け
る

基
本
的
人
権
思
想
は
、
つ
ね
に
敵
か
味
方
か
の
峻
別
と
い
う
苛
刻
な
状
況
の
中

で
形
成
、
設
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
解
放
闘
争
の
歴
史
が
刻
印
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
と
と
も
に
、
「
自
然
権
と
し
て
普
週
化
さ
れ
た
、
人

と
し
て
の
権
利
で
は
な
く
」
、
そ
こ
に
近
代
市
民
社
舎
と
相
違
が
あ
る
こ
と
を
、

そ
の
後
の
文
化
大
革
命
な
ど
を
想
起
し
つ
つ
感
ず
る
の
で
あ
る
。

も
は
や
紙
数
は
謹
き
た
。
第
二
篇
は
さ
き
に
踊
れ
た
し
、
立
ち
入
っ
た
評
債

は
明
清
史
専
攻
の
方
に
ゆ
ず
り
た
い
と
お
も
う
。

本
書
を
構
成
す
る
各
掌
は
、
設
表
の
時
黙
に
お
い
て
は
、
資
料
を
博
捜
し
て

す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
を
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん
新
し
い
も
の
で

も
一

O
年
以
上
の
年
月
を
経
た
今
日
か
ら
注
文
を
つ
け
る
の
は
た
や
す
い
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
生
産
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
書
を
読
ま
れ
る
方
々

に
望
み
た
い
こ
と
は
、
各
篇
が
書
か
れ
た
時
貼
に
立
ち
か
え
り
、
そ
の
時
に
何

が
問
題
と
さ
れ
、
著
者
が
何
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
か
を
正
し
く
受
け
と

め
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
今
日
の
問
題
と
研
究
方
法
を
引
き
だ
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
最
後
に
、
た
だ
そ
の
鮎
に
限
っ
て
、

二
、
三
の
私
見
を
つ
け
加
え
る
に
止
め
た
い
。

本
書
は
一
貫
し
て
醤
中
園
か
ら
新
中
園
へ
の
製
革
の
歴
史
を
追
究
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
兵
種
的
、
寅
詮
的
研
究
は
、
私
な
り
に
感
ず
る
方
法
論
的
課

題
を
も
提
起
し
て
い
る
。
第
一
は
、
警
中
園
農
村
社
合
陸
制
の
特
異
な
様
態
で

あ
る
。
絡
紳
・
豪
紳
支
配
位
制
と
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
範
鴎
の
も
の
と
規
定
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す
べ
き
か
。
そ
れ
が
封
建
制
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
封
建
制
と
は
い
か
な
る

範
鴎
の
も
の
と
規
定
す
べ
き
か
。
古
典
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
が
否
定
し
な
か
っ

た
地
主
制
を
中
園
の
農
業
革
命
が
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
な
ぜ
そ
の
中
園
の
地
主
制
が
封
建
制
で
あ
り
、
農
業
革
命
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア

革
命
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
は
、
何
を
い
ま
さ
ら
わ
か
り
き
っ

た
こ
と
を
と
言
わ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
貸
態
の
も
っ
と
豊
富
な
解
明
と
あ
い
ま

っ
て
、
歴
史
設
展
の
法
則
的
理
解
の
内
容
を
堕
か
に
し
て
い
く
ひ
と
つ
の
手
掛

り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
は
、
帝
園
主
義
の
半
植
民
地
的
支
配
と
奮
中
園
の
農
村
経
済
僅
制
の
構

造
的
連
関
と
そ
の
努
革
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
資

本
主
義
の
構
造
的
把
握
の
課
題
に
つ
な
が
っ
て
い
き
、
ま
た
逆
に
そ
こ
か
ら
方

法
的
示
唆
を
う
け
と
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
は
、
奮
中
閣
の
特
異
な
農
村
経
済
陸
制
と
、
そ
れ
に
規
定
さ
れ
た
特
異

な
農
業
革
命
の
歴
史
が
、
そ
の
後
の
祉
曾
主
義
建
設
と
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い

た
か
、
こ
の
歴
史
的
連
関
を
と
ら
え
る
方
法
的
枠
組
み
を
も
っ
と
精
微
な
も
の

と
し
て
い
く
必
要
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
研
究
と
現

代
研
究
の
断
紹
を
克
服
す
る
た
め
に
、
是
非
議
論
を
期
待
し
た
い
こ
と
で
あ

る。
著
者
の
筆
の
運
び
は
そ
の
よ
う
な
黙
に
つ
い
て
禁
欲
的
で
あ
る
が
、
本
書
は

こ
の
よ
う
な
皐
問
的
刺
激
を
輿
え
て
く
れ
る
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
、
著
者
の
あ
と
を
迫
う
研
究
者
に
確
か
な
足
掛
り
を
輿
え
て
く
れ
る
意
味
で

も
、
大
き
な
皐
問
的
業
績
で
あ
る
。
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一
九
八
二
年
一
一
月
東
京

研
文
出
版

A
5
版
三
六
七
頁

永

積

昭

編

東
南
ア
ジ
ア
の
留
畢
生
と
民
族
主
義
運
動

土

屋

健

治

本
書
の
題
名
は
、
正
確
に
書
く
と
、
山
本
達
郎
・
衛
藤
滋
吉
監
修
「
叢
書
・

ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
摩
擦
」
、
永
積
昭
編
『
東
南
ア
ジ
ア
の
留
皐
生
と
民
族

主
義
運
動
』
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
本
書
が
成
立
し
た
経
緯
は
冒
頭
の

「
監
修
の
こ
と
ば
」
(
衛
藤
溶
吉
〉
で
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
:
:
:
異
質
の
文
化
が
接
燭
し
た
と
き
に
生
起
す
る
い
ざ
こ
ざ

を
候
に
文
化
摩
擦
と
線
稽
し
、
こ
れ
の
分
析
に
関
心
を
も
っ
経
済
皐
者
、
政
治

翠
者
、
文
化
人
類
纂
者
、
社
曾
皐
者
、
精
神
病
理
皐
者
、
歴
史
皐
者
ら
が
あ
つ

ま
っ
て
、
園
際
基
督
教
大
四
月
干
の
山
本
達
郎
教
授
を
中
心
に
、
一
つ
の
研
究
チ
ー

ム
が
で
き
た
。

・:
:
嘗
面
、
東
ア
ジ
ア
及
び
東
南
ア
ジ
ア
に
針
象
を
局
限
し

て
、
一
九
七
六
年
春
か
ら
研
究
を
開
始
し
た
。
幸
い
に
一
九
七
七
年
度
か
ら
文

部
省
の
特
定
研
究
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
、
組
織
を
旗
大
し
、
最
終
的
に
は

諸
分
野
の
研
究
者
十
七
チ
l
ム
延
べ
百
六
十
名
を
集
め
て
頻
繁
に
研
究
舎
を
聞

い
た
。
七
八
年
二
月
一
一
、
一
一
一
雨
日
に
は
、
東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
お
い

て
、
問
題
提
起
の
た
め
の
園
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
そ
の
成
果
は

『
日
本
を
め
ぐ
る
文
化
摩
擦
』
(
弘
文
堂
、

一
九
八

O
年
刊
〉
と
し
て
公
刊
さ

れ
た
。
翌
年
、
翌
々
年
に
も
参
加
者
全
員
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
催
し
た
。

本
書
は
こ
の
よ
う
に
し
て
遂
行
さ
れ
た
特
定
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

-161ー


