
書

評

冨
谷
　
至
著

『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』

桐
　
本
　
東
　
太

　
本
書
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
中
国
古
代
の
刑
罰
研
究
と
簡
蹟
学
を
牽
引
し

て
き
た
著
者
に
よ
る
、
最
新
の
論
文
集
で
あ
る
。
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
構

成
さ
れ
て
い
る
。

第
1
編
　
簡
膜
の
形
態
と
機
能

　
第
一
章
　
点
滅
の
時
代
と
そ
の
終
焉

　
第
二
章
　
視
覚
欝
憤
の
誕
生

　
第
三
章
轍
書
考

第
∬
編
　
書
記
と
そ
の
周
辺

　
第
一
章
　
書
記
官
へ
の
道

　
第
二
章
　
書
体
・
書
法
・
書
芸
術

　
第
三
章
　
行
政
文
書
の
書
式
・
常
套
句

第
皿
編
　
漢
代
行
政
網
度
考
証

　
第
一
章
　
漢
代
の
地
方
行
政

　
第
二
章
　
通
行
行
政

　
第
王
章
　
食
糧
支
給
と
そ
の
管
理

結
論

　
そ
れ
で
は
最
初
に
本
書
の
内
容
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
編
第
一

章
か
ら
始
め
る
。
著
者
は
ま
ず
、
簡
腰
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
る
内
容
に
よ
っ

て
、
そ
の
長
さ
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
権
威
あ
る
書

物
ほ
ど
、
丈
の
長
い
簡
順
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
、
簡
横
か
ら
紙
へ
と
い
う
、
使
用
媒
体
の
変
化
に
つ
い
て
は
、

三
世
紀
初
頭
か
ら
は
じ
ま
り
、
四
世
紀
は
じ
め
に
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
書
写
材

料
は
紙
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
、
と
す
る
。

　
続
い
て
著
者
は
「
蒲
郡
三
絶
」
と
い
う
著
名
な
格
言
を
取
り
上
げ
、
こ
こ

に
み
え
る
「
章
」
は
、
な
め
し
皮
で
は
な
く
、
た
だ
の
縄
で
あ
る
と
し
、
こ

れ
を
「
な
め
し
皮
」
と
す
る
誤
解
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
も
は
や
木
腰
が

用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
西
晋
宋
か
ら
東
晋
に
か
け
て
の
時
代
背
景
が
横
た

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
そ
し
て
木
順
を
つ
な
ぐ
ひ
も
の
色
に
も
、
文
書
の
権
威
に
よ
っ
て
区
別
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
、
「
視
覚
簡
素
扁
と
い
う
新
た
な
概
念
を
提
唱

し
て
い
る
。

　
続
い
て
第
二
章
で
、
著
者
は
、
「
視
覚
」
に
、
よ
り
焦
点
を
絞
っ
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
、
「
儒
学
の
経
典
を
他
の
諸
子
の
書
と
区
別
し
、
か
つ
権
威
あ
る
も

の
と
し
て
、
経
書
に
は
二
尺
四
寸
の
簡
が
使
用
さ
れ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
は

視
覚
簡
願
、
そ
れ
に
よ
る
文
書
行
政
の
本
格
的
開
始
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し

て
そ
の
時
期
が
武
帝
時
代
で
あ
っ
た
」
（
四
九
頁
）
。

　
第
三
章
は
、
そ
の
章
の
題
名
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
微
」
に
関
す
る

考
察
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
橡
扁
は
多
爾
体
の
簡
順
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
露
布
」
の
形
で
運
搬
さ
れ
る
。
「
露
布
」
と
は
簡
腰
を
む
き
出
し
の
ま
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評

ま
で
運
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
轍
の
効
用
の
一
つ
と
し
て
「
春
景
の

ど
こ
か
に
吊
し
て
お
い
て
、
文
字
学
習
の
励
行
を
目
し
た
標
識
的
象
徴
」
と

い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
一
〇
一
頁
）
。
つ
ま
り
冨
谷
氏
の
主
張

に
よ
れ
ば
、
「
緻
」
こ
そ
が
典
型
的
な
「
視
覚
簡
願
」
の
具
体
的
な
表
象
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
第
E
編
に
う
つ
る
。
ま
ず
は
第
一
章
か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
る
と
、
漢
代
に
お
け
る
、
文
書
の
爆
発
的
な
増
加
状
況
の
中
に

あ
っ
て
、
国
記
官
が
世
襲
で
あ
っ
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。

　
書
記
官
に
な
る
に
は
、
一
定
の
分
量
の
文
字
を
書
け
る
だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に
そ
れ
を
声
に
出
し
て
読
む
能
力
が
要
求
さ
れ
た
。

　
こ
の
点
を
念
頭
に
遣
い
た
う
え
で
居
延
漢
窯
を
一
瞥
す
る
と
、
役
人
が

「
史
」
で
あ
る
か
「
不
史
」
で
あ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
な
の
か
を
確
認
す
る

文
言
が
あ
る
。
前
者
は
明
ら
か
に
識
字
階
級
で
あ
り
、
後
者
は
文
盲
で
あ
る
。

ま
た
居
延
漢
簡
に
砂
煙
漢
簡
を
加
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
役
人
の
勤
務

評
定
を
記
し
た
木
簡
が
頻
繁
に
登
場
し
、
そ
の
な
か
に
定
型
句
と
し
て
「
能

書
会
計
」
と
の
纂
録
が
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
こ
れ
を
た
だ
の
決
ま
り
文

句
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
「
役
人
と
し
て
の
勤
務
状
態

に
問
題
は
認
め
ら
れ
な
い
し
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
け
の
常
套
句
と
し
て
理

解
し
て
い
る
。

　
続
い
て
著
者
は
、
辺
境
に
お
け
る
軍
事
シ
ス
テ
ム
が
「
都
尉
府
－
候
官

一
（
部
）
　
　
燧
」
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
定
説
を
紹
介

す
る
。
そ
し
て
9
文
書
の
伝
達
と
発
信
が
行
わ
れ
た
の
は
「
部
」
ま
で
で
あ

ろ
う
と
の
仮
説
を
提
出
し
た
う
え
で
、
「
燧
」
お
よ
び
、
そ
の
周
辺
に
住
む

住
民
た
ち
に
は
、
「
部
」
か
ら
派
遣
さ
れ
た
書
記
官
が
、
告
知
す
べ
き
内
容

を
口
頭
で
伝
達
し
た
り
（
識
講
）
、
壁
な
ど
に
貼
り
つ
け
て
、
周
知
徹
底

さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
を
し
て
い
る
。

　
続
い
て
著
者
は
、
辺
境
出
土
木
簡
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
を
、
中
国
の
内
地

に
お
い
て
も
適
応
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
こ
れ

に
対
す
る
著
者
の
回
答
は
、
簡
潔
か
つ
明
快
で
あ
る
。
つ
ま
り
辺
境
地
域
と

内
地
の
問
に
は
基
本
的
な
状
況
の
相
違
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
続
い
て
第
二
章
に
移
ろ
う
。

　
居
延
・
敦
焼
野
簡
を
［
瞥
す
る
と
、
「
懸
針
」
「
波
傑
」
と
呼
ば
れ
る
独
特

の
書
体
で
轡
か
れ
た
木
簡
が
、
か
な
り
の
数
、
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
後
漢

王
朝
が
成
立
し
て
か
ら
百
年
あ
ま
り
が
経
過
し
た
の
ち
に
出
現
す
る
「
草

書
」
「
隷
書
」
と
い
う
書
体
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の

時
点
で
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
を
美
し
く
書
き
、
そ
れ
を
手
本
に
す
る
と
い

っ
た
所
謂
書
芸
術
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
（
一
四
九
頁
）
。

と
こ
ろ
が
「
私
に
は
、
懸
針
、
波
傑
が
、
書
き
手
の
芸
術
的
意
識
を
表
す
、

美
し
く
書
く
た
め
の
技
法
で
あ
っ
た
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」

（一

ﾜ
三
頁
）
。
だ
が
「
書
芸
術
は
、
文
書
行
政
の
展
開
の
中
で
、
そ
の
外

延
に
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
隷
書
」
「
草
書
」
と
い
っ

た
書
体
の
名
称
は
、
書
芸
術
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
後
漢
時
代
初
期
に
な
っ

て
登
場
す
る
。
こ
れ
が
、
本
章
の
結
論
で
あ
る
」
（
一
六
九
頁
）
。

　
そ
れ
で
は
第
三
章
。

　
こ
こ
で
著
者
は
木
簡
の
表
記
の
中
に
頻
繁
に
登
場
す
る
決
ま
り
文
句
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
「
如
律
令
」
「
以
急
為
故
」

「
有
生
」
「
有
教
」
と
い
っ
た
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
文
字
ど
お
り
の
意
味

は
仮
託
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
う

し
た
表
記
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
順

番
に
そ
の
含
意
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
「
し
か
る
べ
く
実
行
せ
よ
」
門
任
務
を
な
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お
ざ
り
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
「
～
に
つ
い
て
扁
「
し
か
る
べ
く
処
理
せ
よ
」

く
ら
い
の
意
味
に
な
る
。

　
し
か
し
著
者
の
推
論
に
は
、
弱
点
が
一
つ
存
在
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
ど

こ
ま
で
が
意
味
の
な
い
慣
用
表
現
で
、
ど
こ
ま
で
が
実
質
的
意
味
を
有
す
る

語
句
か
、
そ
の
境
目
に
決
め
手
を
欠
く
の
で
あ
る
」
（
二
一
五
頁
）
。

　
続
く
は
紅
皿
編
。
ま
ず
は
第
一
章
か
ら
。
こ
の
章
は
「
漢
簡
に
見
え
る
亭

の
分
析
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
亭
」
に
分
析
の
対
象

を
絞
り
こ
ん
だ
論
文
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
亭
の
本
来
の
意
味
は
、
高
楼
、
蜂
火
台
を
意
味
し
て
い

た
が
、
や
が
て
「
郵
亭
」
な
ど
と
い
っ
た
、
機
関
名
を
表
す
雷
葉
に
引
伸
す

る
。
そ
し
て
文
書
の
運
送
方
法
と
し
て
、
「
以
獣
行
」
「
以
亭
醒
し
な
ど
の
区

別
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文
書
の
通
過
す
る
機
関
が
異
な
る
た
め
だ
と
い

、
つ
。

　
次
に
著
者
は
、
辺
境
と
内
地
で
は
文
書
配
達
の
シ
ス
テ
ム
が
異
な
っ
て
い

た
か
否
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
同
一
だ
っ
た
、
と

の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　
続
い
て
著
者
は
、
従
来
研
究
者
を
悩
ま
せ
続
け
て
き
た
「
十
里
一
亭
」
と

い
う
語
句
に
注
目
し
、
そ
の
本
義
を
「
十
里
ご
と
に
亭
を
一
つ
ず
つ
設
遣
す

る
扁
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
漢
王
朝
の
基
盤
を
な
す
行
政
機
関
は
「
亭
」
で
あ
る
と
し
、
門
亭
扁

の
本
義
は
、
警
察
業
務
を
執
行
す
る
役
所
で
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
、
こ
の

「
亭
」
を
中
心
と
す
る
役
所
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
全
国
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て

い
た
の
が
、
漢
王
朝
最
大
の
特
色
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
以
上
が
冨
谷
氏
の

主
張
の
眼
目
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
第
二
章
に
う
つ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
章
の
副
題
は
「
通
行
書

と
関
所
」
で
あ
り
、
「
通
行
書
」
と
「
関
所
扁
の
二
つ
の
事
項
が
考
察
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。

　
肴
代
に
お
け
る
通
行
書
と
し
て
は
、
一
般
に
「
傳
」
「
符
」
「
致
」
の
三
種

類
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
上
の
差
異
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
傳
偏
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
旅

行
者
自
身
に
旅
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
発
給
さ
れ
た
も
の
。
二

つ
め
は
役
入
が
上
部
の
機
関
の
要
請
で
旅
行
す
る
と
き
に
配
布
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
符
漏
は
公
務
を
託
さ
れ
た
役
人
が
携
行
す
る
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
通
過
す
る
関
所
は
一
つ
き
り
で
、
複
数
の
関
所
を
通
過
す
る
こ

と
は
、
考
慮
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
「
符
」
と
い
う
通
行

書
の
持
つ
、
本
来
的
性
格
で
あ
る
。
「
致
」
に
関
し
て
著
者
は
、
藤
田
勝
久

氏
と
解
釈
を
同
じ
く
し
、
た
と
え
ば
旅
行
に
あ
た
っ
て
購
入
し
た
馬
の
頭
数

や
年
齢
等
を
記
載
し
た
、
付
加
的
な
説
明
書
で
あ
っ
た
と
規
定
す
る
。

　
次
に
関
所
の
問
題
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
辺
境
の
関
所
に
限
定
し
て

筆
を
進
め
て
い
る
。
中
国
の
辺
境
部
に
あ
っ
て
、
漢
族
は
常
に
旬
奴
と
の
せ

め
ぎ
あ
い
に
意
を
凝
ら
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
燧
を
は
じ

め
と
す
る
、
漢
王
朝
の
構
築
し
た
諸
施
設
も
、
浜
弓
の
攻
撃
に
対
応
す
る
た

め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
を
侯
た
な
い
。
そ
う
し
た
状

況
下
、
漢
側
が
も
っ
と
も
恐
れ
、
ま
た
危
惧
し
て
い
た
こ
と
は
、
申
国
人
の

旬
奴
へ
の
逃
亡
で
あ
っ
た
。
並
製
に
寝
返
っ
た
中
国
人
は
、
漢
王
朝
の
機
密

を
漏
洩
す
る
な
ど
の
様
々
な
危
険
性
を
背
負
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
国
人

の
動
き
を
く
い
と
め
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
辺
境
部
に
お
け
る
関
所

の
役
割
で
あ
っ
た
、
と
の
仮
説
を
著
者
は
提
出
し
、
こ
の
章
の
幕
を
閉
じ
て

い
る
。
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評書

　
さ
て
次
は
い
よ
い
よ
本
書
の
最
終
章
と
な
る
第
三
章
で
あ
る
。
「
本
章
は
、

そ
の
前
半
部
で
は
糊
代
エ
チ
ナ
川
流
域
に
お
け
る
穀
倉
鋼
度
、
食
糧
支
給
の

実
態
に
つ
い
て
、
新
・
旧
居
延
漢
簡
を
利
用
し
て
、
可
能
な
限
り
詳
細
に
解

明
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
事
柄
が
、
果
た
し
て
内
地
に
お
い

て
も
あ
て
は
ま
る
の
か
、
ま
た
、
漢
に
先
だ
つ
秦
の
穀
倉
制
度
と
の
有
機
的

関
連
性
は
ど
う
か
、
こ
れ
が
後
半
部
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
扁
（
三
九

一
頁
）
。

　
著
者
は
ま
ず
、
穀
物
倉
を
検
討
の
狙
上
に
あ
げ
る
が
、
居
延
・
肩
水
地
区

で
最
も
格
の
高
い
倉
は
「
城
倉
」
「
都
倉
扁
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
倉
に

蓄
え
ら
れ
た
穀
物
は
、
候
宮
か
ら
部
へ
と
い
う
形
で
配
送
さ
れ
る
。
行
政
最

末
端
の
機
関
で
あ
っ
た
燧
の
役
入
は
部
ま
で
食
料
を
取
得
し
に
出
向
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
著
者
は
、
穀
物
配
給
に
あ
た
っ
て
の
、
容
量
に
つ
い
て
問
題
提
起
を

す
る
。
そ
の
理
由
は
、
食
料
の
配
送
に
つ
い
て
記
し
た
木
簡
に
は
、
穀
物
の

量
の
上
に
、
「
大
石
」
「
小
石
」
と
い
う
文
字
を
記
し
た
も
の
が
、
散
見
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
諸
簡
に
記
さ
れ
た
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
、
「
大
石
扁

と
「
小
石
」
が
六
対
十
の
比
率
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
次
は
そ
の

差
の
よ
っ
て
来
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
冨
谷
氏
は
前
者
が
も
み
殻
つ
き
の
も

の
で
あ
り
、
後
者
が
脱
穀
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
氏
は
、

葡
者
が
「
高
卒
」
に
、
後
者
が
「
吏
」
に
支
給
さ
れ
て
い
た
と
の
仮
説
を
提

出
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
設
定
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
、
辺
境
と
内
地
と
の
比
較
で

あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
内
容
を
、
書
林
書
簡
の
関

連
す
る
条
文
と
比
較
し
、
少
な
く
と
も
倉
庫
に
関
す
る
決
ま
り
に
限
定
す
る

か
ぎ
り
、
両
者
の
間
に
顕
著
な
へ
だ
た
り
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
結
論

に
達
し
て
い
る
。

　
以
上
、
『
文
書
行
政
の
漢
帝
國
幅
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
次

に
本
書
を
読
ん
だ
評
者
の
感
想
を
書
き
と
ど
め
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
本
書
の
内
容
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
個
別
の
論
証
は
ひ

と
ま
ず
お
い
て
、
著
者
が
提
示
し
た
最
も
大
き
な
テ
ー
マ
を
考
え
て
み
る
と
、

そ
れ
は
や
は
り
「
視
覚
簡
版
」
と
い
う
概
念
を
お
い
て
他
に
な
い
。

　
昨
年
の
末
か
、
今
年
の
初
頭
で
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
私
は
冨
谷
氏
の
講

演
を
拝
聴
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
時
冨
谷
氏
は
、
「
こ
の

概
念
が
木
簡
関
係
の
学
界
で
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
て
…
」
と
こ

ぼ
し
て
お
ら
れ
た
の
を
私
は
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。
私
の
よ
う
な
、
特
に

簡
績
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ず
ぶ
の
素
人
に
は
「
視
覚
簡

順
」
と
い
う
木
簡
の
と
ら
え
方
に
、
大
き
な
反
動
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
木
簡
研
究
の
専
門
家
に
は
、
冨
谷
氏
の
新
し
い
提
案
に
対
し

て
、
い
さ
さ
か
の
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
本
書
を
丹
念
に

読
み
込
ん
で
み
る
と
、
冨
谷
氏
は
確
か
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
　
一
般
的
な

木
簡
学
の
地
平
か
ら
大
き
く
跳
躍
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
見
て
と
れ

る
。　

一
見
、
話
題
が
そ
れ
る
よ
う
だ
が
、
私
の
さ
さ
や
か
な
経
験
を
書
き
と
ど

め
る
こ
と
を
ご
宥
恕
い
た
だ
き
た
い
。
私
は
高
校
生
時
代
、
つ
ま
り
今
か
ら

四
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
柳
田
国
男
の
著
作
を
読
み
ふ
け
っ
て
い

た
時
期
が
あ
る
。
「
読
み
ふ
け
る
」
と
い
う
と
い
か
に
も
恰
好
が
よ
さ
そ
う

に
見
え
る
が
、
そ
の
実
態
は
柳
田
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か
、
内
容
を
追
う

こ
と
だ
け
で
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
そ
れ
が
最
近
彼
の
著
作
を
再
読
し
て
み

て
面
白
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
柳
田
が
精
密
に
資
料
を
並
べ
て
論
を
展
開

し
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
そ
れ
を
証
明
す
る
に
足
る
材
料
が
必
ず
し
も
充
分
で
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な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
き
く
ジ
ャ
ン
プ
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
自
分

の
醤
で
明
確
に
騎
分
け
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ジ
ャ
ン
プ
は
、
あ
る
い
は

無
謀
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
柳
田
の
没
後
し
ば
ら

く
し
て
か
ら
、
こ
の
「
跳
躍
部
分
」
に
狙
い
を
さ
だ
め
て
、
柳
田
批
判
が
溜

灘
と
し
て
な
さ
れ
た
の
は
、
侮
の
不
思
議
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
こ

の
「
跳
躍
部
分
」
が
な
け
れ
ば
、
柳
田
が
柳
田
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
、
ま

ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
思
う
に
、
著
者
は
本
書
で
柳
田
と
同
じ
く
「
跳
躍
一
を
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
緻
密
な
実
証
主
義
を
看
板
に
す
る
冨
谷
氏
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
無

意
識
の
な
か
で
の
、
大
き
な
冨
険
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
「
学
問
的
な
遊
戯
」
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
、
研
究
者
が
到
達
で
き
る
、

最
高
の
境
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
そ
れ
は
、
冨
谷
氏
が
冨
谷
氏
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
研
究
者
と
し
て
の
資

質
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
部
分
で
も
あ
る
。
「
視
覚
簡
願
論
」
が
、
今
後

さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
波
紋
を
学
界
に
投
げ
か
け
る
の
か
、
私
は
楽
し
み
に
し

て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
次
の
問
題
に
う
つ
ろ
う
。
そ
れ
は
著
者
が
本
書
の
中
で
、
か
な

り
の
二
途
を
さ
い
て
需
及
し
て
い
る
「
決
ま
り
文
句
」
に
関
す
る
箇
所
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
が
書
及
し
た
い
点
は
二
つ
あ
る
。

　
ま
ず
一
番
目
。
冨
谷
氏
は
木
簡
の
な
か
に
頻
出
す
る
「
能
書
会
計
」
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
「
役
入
と
し
て
一
定
の
能
力
を
傭
え
て
い
る
と
い
う
程
度
の

意
味
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
一
一
五
頁
）
。
私
は
こ
の
見
解
に
全
く
異
論

は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
セ
リ
フ
の
背
後
に
は
、
門
文
字
が
書
け
る
」
と
い
う

の
が
役
人
の
理
想
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
、

問
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
多
面
体
の
門
撒
」
で
あ
る
。

す
で
に
～
度
3
1
志
し
た
文
章
で
あ
る
が
、
冨
谷
氏
は
「
轍
」
の
機
能
の
一
つ

と
し
て
、
「
官
署
の
ど
こ
か
に
吊
し
て
お
い
て
、
文
字
学
習
の
励
行
を
目
し

た
標
識
的
象
徴
」
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
冨
谷
氏
も
示
峻
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
井
か
ら
吊
る
さ
れ
て
ぶ
ら
ぶ
ら
と
揺
れ
動
い
て
い
る

木
簡
が
「
文
字
学
習
」
の
一
助
に
な
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り

「
能
書
」
と
「
吊
る
さ
れ
た
微
」
は
と
も
に
、
中
国
人
の
「
本
音
と
建
て

前
」
（
四
〇
八
頁
）
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
好
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
読
者
諸
兄
の
ご
意
見
を
受
け
た
ま
わ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
二
番
目
は
「
以
急
為
故
扁
と
い
う
定
型
句
で
あ
る
。
冨
谷
氏
は
こ
れ
も

「
送
達
に
か
ん
す
る
特
別
な
意
味
は
な
い
」
す
な
わ
ち
「
速
達
便
を
意
味
す

る
表
記
で
は
な
い
」
（
　
七
九
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
木
簡
の
出
土

地
は
い
わ
ゆ
る
門
内
地
」
で
は
な
い
。
そ
こ
は
い
つ
劒
奴
が
急
襲
し
て
く
る

か
わ
か
ら
な
い
臨
戦
体
制
に
あ
る
地
域
に
他
な
ら
な
い
。
万
が
一
危
急
の
事

態
が
勃
発
し
、
そ
れ
を
急
遽
し
か
る
べ
き
機
関
に
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
時
、
「
速
達
便
」
が
な
か
っ
た
ら
一
体
ど
う
す
る
の
だ
、
と
い
う
の
が

簡
横
学
に
は
門
外
漢
の
、
私
の
よ
う
な
素
人
が
い
だ
く
素
朴
な
疑
問
な
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
里
耶
秦
簡
の
な
か
に
「
故
令
心
行
某
某
急
」
な
る
表
現
が
あ

り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
「
故
令
人
行
に
よ
る
速
達
を
指
定
」
し
た
も

の
だ
、
と
の
話
も
灰
聞
す
る
。
辺
境
木
簡
に
お
け
る
「
速
達
便
」
の
有
無
に

つ
い
て
は
、
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
決
ま
り
文
句
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
と
し
、
あ
と
二
点
ほ
ど
感
想

を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
一
点
団
。
冨
谷
氏
は
木
簡
に
書
か
れ
た
文
字
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

「
権
威
の
標
識
の
役
割
」
（
＝
｝
二
頁
）
を
持
っ
た
も
の
だ
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
も
と
よ
り
私
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
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に
加
え
て
、
「
声
」
も
「
権
威
の
標
識
の
役
割
」
を
に
な
っ
て
い
た
と
、
私

は
考
え
て
い
る
。
歴
史
上
、
声
の
果
た
し
た
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
日

本
史
の
分
野
に
お
い
て
、
網
野
善
彦
氏
が
す
で
に
問
題
提
起
を
し
、
中
国
古

代
史
の
舞
台
に
あ
っ
て
も
、
斎
藤
道
子
氏
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
久
し

い
。
ま
た
、
「
声
扁
が
重
視
さ
れ
る
社
会
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
書
記
宮
の

資
格
と
し
て
、
識
字
と
並
ん
で
「
調
謙
」
が
必
須
の
条
件
と
さ
れ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
と
に
か
く
「
申
国
古
代
に
お
け
る
声
の
文
化
史
」
に
つ
い
て

は
、
今
後
よ
り
深
化
さ
せ
る
べ
き
テ
ー
マ
と
し
て
、
各
研
究
者
の
念
頭
に
引

い
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
最
後
の
一
点
に
う
つ
る
。
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』
を
通
読
し

て
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
が
制
度
の
地
域
的
変
化
に
は
充
分
な
目

配
り
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
時
間
的
な
変
遷
に
つ
い

て
、
意
外
に
無
頓
着
だ
と
い
う
印
象
が
残
っ
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
「
日
暮
れ
て
途
遠
し
。
も
は
や
私
に
こ
れ
以
上
の
成
果
は

出
せ
」
な
い
と
（
四
四
四
頁
）
、
す
っ
か
り
弱
気
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
冨

谷
氏
が
、
そ
の
後
も
続
々
と
著
書
を
上
梓
し
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
驚
嘆
の

念
を
禁
じ
得
な
い
。
私
に
は
ま
だ
、
冨
谷
氏
に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

が
山
ほ
ど
あ
る
。
ど
う
か
、
こ
の
ち
っ
ぽ
け
な
一
読
者
の
意
を
く
ん
で
い
た

だ
き
、
今
後
さ
ら
に
パ
ワ
フ
ル
な
論
陣
を
は
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
強
く
希

望
し
て
筆
を
欄
か
せ
て
い
た
だ
く
次
第
で
あ
る
。
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を

得
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。
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あ
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篤
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す
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