
〔
書
評
〕
置
き
去
ら
れ
た
書
物
と
そ
の
広
が
り
に
み
る
思
想
戦 

―

和
田
敦
彦
『「
大
東
亜
」
の
読
書
編
成 

思
想
戦
と
日
本
語
書
物
の
流
通
』―

 
 
 

 

山
内
湧
貴 

   
 
 

一 

は
じ
め
に 

 

書
物
が
そ
の
場
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
い
か
な

る
意
味
を
は
ら
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
書
物
は
ひ
と
り

歩
き
を
し
な
い
。
書
物
の
移
動
に
は
常
に
そ
れ
を
取
り
巻
く
何

者
か
の
意
思
が
介
在
す
る
。
ま
た
、
書
物
は
そ
の
読
者
、
い
う

な
れ
ば
需
要
が
存
在
し
な
い
場
所
へ
は
移
動
を
果
た
さ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
需
要
と
い
う
言
葉
を
扱
う
際
、
そ
れ
が
自
然

に
そ
の
場
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
意
図
的
に
そ
の
場
に

作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
は
区
別
が
必
要

と
な
る
だ
ろ
う
。 

著
者
で
あ
る
和
田
敦
彦
は
こ
れ
ま
で
も
読
書
研
究
と
い
う
領

域
に
つ
い
て
、
書
物
の
読
者
へ
の
広
が
り
を
と
ら
え
る
と
い
う

点
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
こ
れ
を
牽
引
し
て
き
た
。
前
著
『
読

書
の
歴
史
を
問
う 

書
物
と
読
者
の
近
代
』（
一
）

に
お
い
て
は
、

読
書
と
い
う
も
の
を
書
物
が
読
者
へ
と
「
た
ど
り
つ
く
プ
ロ
セ

ス
」
と
、
読
者
が
書
物
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
「
理
解
す
る
プ

ロ
セ
ス
」
と
に
分
け
た
う
え
で
、
読
書
研
究
の
方
法
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。 

い
わ
ば
、
前
者
は
書
物
が
時
間
や
空
間
を
移
動
し
て
読
者
の

も
と
へ
と
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
後
者
は
こ
れ
を
受

け
て
移
動
の
末
た
ど
り
つ
い
た
書
物
を
、
読
者
が
読
ん
だ
う
え

で
、そ
の
内
容
を
理
解
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。い
う
な
れ
ば
、

本
書
は
主
に
こ
の
前
者
の「
た
ど
り
つ
く
プ
ロ
セ
ス
」に
つ
き
、
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実
践
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

本
書
に
お
け
る
主
眼
は
、
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
読
書
に
お

け
る
「
た
ど
り
つ
く
プ
ロ
セ
ス
」
を
対
象
に
し
て
、
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
や
ブ
ラ
ジ
ル
に
遺
さ
れ
た
日
本
語
の
書
物
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
そ
の
場
に
存
在
す
る
意
味
、
そ
し
て
そ
の
背
景
に
存
在

す
る
日
本
が
実
施
し
た
文
化
工
作
と
し
て
の
ね
ら
い
と
実
態
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
点
に
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年

代
前
半
、
す
な
わ
ち
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
の
時
期
に
わ

た
っ
て
、日
本
政
府
は
海
外
へ
向
け
て
文
化
工
作
を
実
施
し
た
。

こ
れ
は
、
現
代
的
な
言
葉
に
置
き
換
え
る
な
ら
、「
ソ
フ
ト
・
パ

ワ
ー
」（
二
）

に
よ
る
文
化
外
交
で
あ
っ
た
。 

当
時
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
構
想
の
も
と
、
各
国
に
て
実
施

さ
れ
た
日
本
に
よ
る
文
化
工
作
は
、
現
在
で
も
現
地
に
遺
る
日

本
語
資
料
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
形
で
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
書
物
た
ち
は
、
当
時
、
い
か
に
し
て
、
ど
の
よ

う
な
人
々
に
よ
り
広
め
ら
れ
て
い
き
、
ま
た
そ
れ
ら
は
現
地
の

人
々
に
い
か
に
し
て
受
容
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
さ
れ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。 

著
者
は
序
章
に
て
、「
書
物
の
内
容
を
研
究
し
て
も
、
そ
れ
が

ど
れ
だ
け
広
が
っ
た
の
か
、
そ
し
て
ど
こ
で
誰
に
作
用
し
て
い

っ
た
の
か
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
書

は
読
書
と
い
う
も
の
を
読
者
の
行
う
個
人
的
な
「
行
為
」
に
留

ま
ら
ず
、
書
物
が
出
版
と
い
う
時
間
、
空
間
的
な
始
発
地
点
か

ら
数
々
の
中
継
地
点
を
経
た
う
え
で
読
者
の
も
と
へ
と
届
き
、

読
者
が
そ
の
内
容
を
読
み
、
理
解
す
る
、
そ
の
全
体
を
ひ
と
く

く
り
に
し
た
「
現
象
」
と
と
ら
え
た
う
え
で
、
読
書
研
究
と
し

て
構
成
し
た
一
冊
で
あ
る
と
い
え
る
。 

  
 
 

二 

本
書
の
概
要 

 

本
書
は
、
戦
時
期
の
日
本
、
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
や
ブ
ラ
ジ

ル
を
対
象
と
し
て
、「
書
物
の
広
が
り
を
と
ら
え
る
と
い
う
方
法

を
通
し
て
国
内
の
文
化
統
制
を
、
あ
る
い
は
海
外
へ
の
文
化
工

作
を
、
さ
ら
に
は
そ
の
両
者
の
連
続
性
を
解
明
し
て
い
く
」（
三
）

も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、「
書
物
を
紹
介
し
、
あ
る
い
は
、
教
え
、

訳
し
、
広
げ
る
人
々
や
組
織
に
目
を
向
け
る
の
は
、
こ
う
し
た
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役
割
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
」（
四
）
で

あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
書
物
の
読
者
へ
の
広
が
り
、

す
な
わ
ち
書
物
が
具
体
的
に
読
者
に「
た
ど
り
つ
く
プ
ロ
セ
ス
」

に
着
目
し
た
う
え
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
点
在
す
る
書
物

の
仲
介
者
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
、
と
い
う
点
や
、

書
物
が
い
か
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
と

せ
ん
と
し
て
い
る
。 

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
る
「
序
章 

〈
日
本
〉
を
発
信
す
る
」
か
ら
始
ま
り
、
全
体
と
し
て
は
三
部

構
成
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
以
下
の
通
り
、
序
章
と

終
章
を
含
め
一
一
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

序
章 

〈
日
本
〉
を
発
信
す
る 

第
一
部 

国
内
の
文
化
統
制
か
ら
対
外
文
化
工
作
へ 

第
一
章 

再
編
さ
れ
る
学
知
と
そ
の
広
が
り―

―

戦
時
下
の

国
文
学
研
究
か
ら 

第
二
章 

読
書
の
統
制
と
指
導―

―

読
書
傾
向
調
査
の
時
代 

第
三
章 

「
東
亜
文
化
圏
」
と
い
う
思
想―

―

文
化
工
作
の

現
場
か
ら 

第
二
部 

外
地
日
本
語
蔵
書
か
ら
文
化
工
作
を
と
ら
え
る 

第
四
章 

ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
日
仏
の
文
化
工
作―

―

ベ
ト
ナ

ム
に
遺
さ
れ
た
日
本
語
資
料 

第
五
章 

日
本
を
中
心
と
し
た
東
南
ア
ジ
ア
研
究
へ―

―

ハ

ノ
イ
日
本
文
化
会
館
蔵
書
か
ら 

第
六
章 

戦
時
下
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
日
本
語
文
庫
構 

築 第
七
章 

文
化
工
作
と
物
語 

第
三
部 

流
通
へ
の
遠
い
道
の
り 

第
八
章 

戦
時
期
の
日
系
移
民
地
の
読
書
空
間―

―

日
本
語 

出
版
情
報
誌
か
ら 

第
九
章 

戦
争
表
象
を
引
き
継
ぐ―

―

『
城
壁
』
の
描
く
南

京
大
虐
殺
事
件 

終
章 

書
物
の
流
れ
を
追
い
か
け
て 

 
第
一
部
で
は
、
文
化
工
作
の
い
わ
ば
最
前
線
に
あ
っ
た
と
い

う
、
雑
誌
『
東
亜
文
化
圏
』
を
と
り
あ
げ
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
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で
は
そ
の
活
動
を
、
日
本
地
政
学
を
は
じ
め
、
日
本
を
中
心
と

し
た
価
値
尺
度
で
再
編
さ
れ
た
科
学
、
学
知
を
、
文
化
工
作
と

い
う
形
で
実
践
の
場
へ
と
移
し
て
い
く
活
動
で
あ
っ
た
と
位
置

づ
け
て
い
る
。そ
し
て
、こ
う
し
た
文
化
工
作
の
実
践
は
ま
た
、

文
化
工
作
の
対
象
と
な
る
占
領
地
の
人
々
を
調
べ
、
広
く
知
ら

せ
る
活
動
に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
文
化

工
作
方
策
の
具
体
化
や
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
く
点
を
論
じ
て

い
る
。 

第
二
部
で
は
、
日
本
文
学
に
お
け
る
小
説
や
物
語
は
対
外
文

化
工
作
の
中
に
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
、
機
能
し
て
い
た
か
を

論
じ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
日
本
の
文
化
や
歴
史
を
ア
ジ
ア

の
各
地
で
広
げ
、発
信
し
て
い
く
際
の
教
育
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、

講
談
文
学
が
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
と
さ
れ
て
い
く
。 

第
三
部
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
中
国
を
舞
台
と
し
て
お
り
、
ブ

ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
系
移
民
を
対
象
と
し
た
日
本
語
中
心
の
出

版
情
報
誌
『
文
化
』
を
扱
っ
て
、
日
本
国
内
と
は
異
な
る
日
本

語
資
料
の
需
要
の
さ
れ
方
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
南
京
事
件
を

テ
ー
マ
に
し
た
小
説
『
城
壁
』
を
扱
っ
て
、
書
物
が
読
者
に
た

ど
り
つ
か
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
た
ど
り
つ
か
な
く
な
っ
た
事

例
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

著
者
は
本
書
に
お
い
て
採
用
す
る
、
書
物
の
広
が
り
を
と
ら

え
る
と
い
う
方
法
が
有
す
る
有
効
性
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
二

つ
を
挙
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
文
化
の
発
信
、
宣
伝
を
発

信
者
、
す
な
わ
ち
書
物
の
書
き
手
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
そ
れ

を
教
え
、
紹
介
し
、
訳
し
、
広
げ
る
人
や
組
織
に
よ
っ
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、

国
内
に
向
け
た
学
知
や
文
化
の
統
制
と
、
対
外
的
な
文
化
工
作

と
の
連
続
性
を
明
か
し
て
く
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
五
）
。
本
書

は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
点
を
論
旨
の
根
幹
に
置
き
つ
つ
、
論
を
進

め
て
い
く
。 

  
 
 

三 

総
評 

 
本
書
の
内
容
は
、
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
九
年
に
か
け
て

著
者
が
行
っ
た
海
外
調
査
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
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で
も
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
の
調
査
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

十
分
に
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
そ
の
存
在

さ
え
も
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
現
地
の
日
本
語
資
料
に

つ
き
、
目
録
の
作
成
と
並
行
し
な
が
ら
作
業
が
進
め
ら
れ
た
と

い
う
。 

な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
日
本
語
資
料
が
今
日
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究

が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、著
者
は
、

そ
も
そ
も
現
地
の
所
蔵
図
書
館
に
日
本
語
資
料
を
扱
う
こ
と
の

で
き
る
職
員
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
稀
で
あ
り
、
か
つ
過

去
の
日
本
語
資
料
の
整
理
に
ま
で
手
が
回
ら
な
い
と
い
う
現
状

を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
整
理
や
保
存
が
き
ち
ん
と
行

わ
れ
ず
、
そ
も
そ
も
資
料
が
そ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
さ

え
も
お
ぼ
ろ
げ
に
し
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
の
で

あ
る
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
置
き
去
ら
れ

た
書
物
の
存
在
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
日
本
語
資

料
と
し
て
整
理
、
保
存
し
た
う
え
で
、
研
究
と
い
う
形
に
ま
と

め
あ
げ
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。 

本
書
の
評
価
で
き
る
点
と
し
て
は
、
決
し
て
日
本
が
戦
時
期

に
実
施
し
た
文
化
工
作
を
寄
せ
集
め
た
事
例
集
と
い
う
よ
う
な

形
式
に
留
ま
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
い

か
に
今
後
の
読
書
研
究
の
分
野
へ
、
ひ
い
て
は
社
会
へ
と
還
元

し
て
い
く
か
、
と
い
う
点
ま
で
が
見
据
え
て
語
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
過
去
、
日
本
が
広
め
た
書
物
を
今
一
度
ひ
も
解
き
、

確
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
や
は
り
日
本
人
の
立
場
か
ら
行

う
こ
と
に
こ
そ
意
味
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
現
代
を
生
き
る

日
本
人
と
し
て
の
責
任
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

遺
さ
れ
た
日
本
語
資
料
を
改
め
て
調
査
す
る
こ
と
は
、
決
し
て

歴
史
的
な
価
値
の
み
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。 

こ
れ
ら
を
改
め
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
に
お
い

て
互
い
の
言
語
や
文
化
を
国
境
を
越
え
て
学
び
合
い
、
伝
え
合

う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
「
過
去
に
む
け
て
の
み
な
ら
ず
、
現
在
、
そ
し
て
こ
れ

か
ら
、私
た
ち
が
日
本
の
言
語
や
文
化
を
ど
う
発
信
し
、ま
た
、

海
外
の
文
化
と
ど
う
関
わ
り
合
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
て
い
く

土
台
と
も
な
る
」（
六
）

と
述
べ
て
い
る
。 

一
方
で
、
読
ん
で
い
て
疑
問
に
思
っ
た
点
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
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な
ら
ば
、
第
三
章
に
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
『
東
亜
文
化
圏
』
に

ま
つ
わ
る
文
化
工
作
を
め
ぐ
っ
て
の
著
者
の
評
価
で
あ
る
。
第

三
章
に
お
い
て
は
、『
東
亜
文
化
圏
』
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
活
動

は
日
本
中
心
の
価
値
尺
度
で
再
編
さ
れ
た
科
学
、
学
知
を
、
文

化
工
作
と
い
う
形
で
実
践
の
場
に
移
し
て
い
く
活
動
で
あ
っ
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
著
者
は
こ
う
し
た

文
化
工
作
の
実
践
が
文
化
工
作
方
策
の
具
体
化
や
批
判
へ
つ
な

が
っ
て
い
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
著
者
は
『
東
亜

文
化
圏
』の
場
合
、「
そ
こ
で
生
ま
れ
る
文
化
工
作
へ
の
批
判
は
、

あ
く
ま
で
目
的
を
達
成
す
る
方
法
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、

目
的
そ
の
も
の
へ
の
疑
い
や
批
判
に
は
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」

（
七
）

と
し
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
生
ま
れ
た
批
判
と
い
う
も
の
は
い
か
に

文
化
工
作
を
効
率
的
に
、
か
つ
効
果
的
に
実
施
す
る
か
、
と
い

う
視
点
か
ら
生
じ
た
も
の
で
し
か
な
く
、
日
本
語
や
日
本
文
化

の
価
値
を
押
し
広
げ
、「
文
化
圏
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う

文
化
工
作
の
目
的
自
体
に
つ
い
て
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
、

と
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
戦
時
期
に
お
い
て
直
接
的
な
軍
事
力
に
留

ま
ら
ず
、
文
化
工
作
な
ど
の
形
で
あ
ら
ゆ
る
国
力
が
動
員
さ
れ

て
い
く
状
況
に
お
い
て
、
目
的
そ
の
も
の
へ
の
疑
い
や
批
判
を

表
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
仕
事
や
役
職
と
い
っ
た
社
会
的
役
割
に
も
と
づ
き
動
員

さ
れ
た
人
々
が
、
内
心
は
別
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
目
的
そ
れ

自
体
を
疑
い
、
批
判
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

官
民
を
問
わ
ず
、
国
家
に
よ
る
ひ
と
つ
の
目
的
へ
と
向
き
直
さ

せ
ら
れ
て
い
く
社
会
に
お
い
て
、
文
化
工
作
の
担
い
手
、
す
な

わ
ち
書
物
の
仲
介
者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
果
た

し
、
そ
こ
で
何
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
か
。
そ
れ
を
問
う

際
に
、
こ
う
し
た
社
会
状
況
の
も
と
で
文
化
工
作
へ
も
人
員
が

動
員
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
社
会
的
な
要
求
に
も
と
づ
い
て
自

ら
の
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
慮
に
入

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。『
東
亜

文
化
圏
』を
め
ぐ
る
文
化
工
作
の
成
り
行
き
を
描
く
う
え
で
は
、

こ
う
し
た
視
点
に
つ
い
て
も
組
み
込
む
こ
と
で
書
物
の
広
が
り

を
問
う
と
い
う
著
者
の
問
題
意
識
、
ひ
い
て
は
そ
こ
に
存
在
す
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る
仲
介
者
の
役
割
や
文
化
工
作
の
実
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
ら
か
に
把
握
す
る
こ
と

が
か
な
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 

四 

図
書
館
と
文
化
工
作
の
視
点
か
ら 

 

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
メ
デ
ィ
ア
学
の
畑
の
人
間
で
は
な
く
、

浅
学
な
が
ら
、
図
書
館
情
報
学
を
専
門
領
域
と
し
て
い
る
者
で

あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
そ
の
な
か
で
も
主
に
日
本

に
お
け
る
図
書
館
史
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。 

そ
う
し
た
立
場
か
ら
本
書
を
読
み
進
め
る
な
か
で
関
連
し
て

思
い
出
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
は
、
日
中
戦
争
期
に
植
民
地
で
の

文
化
工
作
に
お
い
て
当
時
の
図
書
館
関
係
者
ら
が
こ
れ
に
か
か

わ
り
、
協
力
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、た
と
え
ば
小
黒
浩
司『
図
書
館
を
め
ぐ
る
日
中
の
近
代 

友

好
と
対
立
の
は
ざ
ま
で
』（
八
）

が
詳
し
い
。
一
般
的
な
日
本
の
図

書
館
史
に
お
い
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

外
地
や
植
民
地
に
お
け
る
図
書
館
活
動
と
い
う
領
域
が
あ
る
が
、

本
書
で
語
ら
れ
る
内
容
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
部
分
に
つ
い
て
も

新
た
な
知
見
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る
。 

『
図
書
館
を
め
ぐ
る
日
中
の
近
代 

友
好
と
対
立
の
は
ざ
ま

で
』
に
お
い
て
は
、「
北
支
文
化
工
作
」
の
拠
点
と
し
て
、
北
京

近
代
科
学
図
書
館
が
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
日
本
は
当
時
、「
北
支
五
省
」
を
「
第
二
の
満
州
国
」
化
し

よ
う
と
画
策
し
て
い
た
。
同
館
は
、
そ
の
な
か
で
日
本
が
、「
日

本
ニ
対
ス
ル
支
那
人
ノ
認
識
ヲ
強
メ
以
テ
日
支
両
国
々
民
ノ
精

神
的
諒
解
ヲ
強
化
ス
ル
」
こ
と
を
「
使
命
」
と
し
、「
支
那
人
ヲ

シ
テ
日
本
人
カ
支
那
ヲ
如
何
ニ
見
居
ル
カ
ヲ
知
ラ
シ
メ
反
省
ノ

資
ト
ス
ル
」
図
書
を
収
蔵
し
、
さ
ら
に
は
「
支
那
人
ノ
思
想
的

動
向
ヲ
観
測
ス
ル
」（
九
）
こ
と
を
目
指
し
て
一
九
三
六
年
に
設
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
館
は
、
主
と
し
て
日
本
語
教
育
事
業

を
精
力
的
に
行
っ
た
ほ
か
、
映
画
会
を
実
施
し
、
日
本
紹
介
を

兼
ね
た
日
本
映
画
を
上
映
す
る
な
ど
の
活
動
も
行
っ
て
い
た
。 

日
本
の
図
書
館
界
は
、
同
館
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い

た
。
一
九
三
九
年
に
は
、
同
館
の
創
立
委
員
・
理
事
や
、
設
立

後
は
館
長
代
理
を
務
め
た
山
室
三
良
が
、日
本
図
書
館
協
会（
以
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下
、
日
図
協
と
す
る
）
評
議
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
四
一
年
に
は
、
本
書
で
も
名
前
の
挙
が
っ
た
中
田
邦
造
が

北
京
を
訪
れ
、
華
北
各
省
市
社
会
教
育
人
員
短
期
講
習
会
の
講

師
と
し
て
、「
新
秩
序
建
設
と
図
書
教
育
」
と
題
す
る
講
義
を
四

日
間
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼
の
評
議
員
選
任
は
極
め
て
政
治
的

な
人
事
で
あ
っ
た
（
一
〇
）

と
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
時
日
本
の
図
書

館
界
は
、
こ
の
時
期
に
一
貫
し
て
日
本
の
対
中
政
策
を
支
持
す

る
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
（
一
一
）
。 

一
方
で
、
本
書
に
お
い
て
特
に
図
書
館
が
深
く
関
係
し
て
い

る
の
は
第
二
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
中
田
邦
造
の
読
書
指
導

や
、
読
書
傾
向
調
査
と
い
っ
た
も
の
が
、
思
想
統
制
手
段
の
一

部
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
読
書
傾
向
調
査

は
調
査
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
読
書
指
導
を

見
据
え
た
も
の
で
あ
り
、
読
書
は
個
人
の
営
み
に
完
結
す
る
も

の
か
ら
戦
争
へ
向
け
て
、
動
員
の
手
段
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
て

い
っ
た
。
そ
し
て
、
本
書
で
は
、
こ
と
読
書
指
導
と
い
う
事
例

に
お
い
て
、
日
本
国
内
に
向
け
た
文
化
統
制
の
手
法
が
、
海
外

に
向
け
た
文
化
工
作
の
手
法
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
く
具
体
的

な
一
例
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

本
書
に
お
い
て
は
、
戦
時
下
の
文
化
の
統
制
や
文
化
工
作
に

つ
い
て
、
そ
の
い
わ
ば
仲
介
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

書
物
の
読
者
へ
の
広
が
り
を
と
ら
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
れ

ら
を
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
先
述
の
北
京

近
代
科
学
図
書
館
の
例
を
み
れ
ば
、
当
時
の
図
書
館
界
は
、
植

民
地
に
お
け
る
文
化
工
作
に
つ
い
て
そ
の
仲
介
者
と
し
て
の
役

割
を
直
接
的
に
も
、
間
接
的
に
も
大
き
く
担
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
当
時
、
図
書
館
界
は
日
本
の
対
中
政
策
を
支
持
す
る

立
場
を
表
明
し
、
文
化
工
作
の
拠
点
を
意
図
し
て
設
立
さ
れ
た

同
館
と
も
深
く
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
本
書
に

お
い
て
は
、
国
内
で
行
わ
れ
て
い
た
文
化
統
制
の
手
法
が
、
満

州
で
の
読
書
指
導
と
い
う
形
で
転
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
明
ら

か
と
さ
れ
て
い
た
。 

そ
う
し
た
と
き
に
新
た
に
生
じ
る
疑
問
が
あ
る
。
満
州
に
お

い
て
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
文
化
統
制
と
満
州
で
行
わ
れ
た

文
化
工
作
と
の
連
続
性
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
日
本

が
「
第
二
の
満
州
国
」
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
北
支
に
お
い
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て
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
図
書
館
の
活
動
と
し

て
も
文
化
工
作
の
手
法
と
し
て
も
常
道
で
あ
っ
た
読
書
指
導
と

い
う
も
の
の
影
響
を
、
日
本
の
図
書
館
界
と
の
深
い
か
か
わ
り

を
持
ち
、
何
よ
り
文
化
工
作
の
拠
点
と
し
て
設
立
さ
れ
た
北
京

近
代
科
学
図
書
館
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
て
も
よ

い
よ
う
に
思
う
。し
か
し
な
が
ら
、先
行
研
究
を
あ
た
っ
て
も
、

管
見
の
限
り
で
は
同
館
が
読
書
指
導
に
注
力
し
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
北
支
で
の

文
化
工
作
に
お
い
て
、
日
本
国
内
で
の
文
化
統
制
と
の
、
そ
し

て
、
同
様
に
文
化
工
作
が
行
わ
れ
た
満
州
と
の
接
続
が
ど
の
よ

う
に
生
じ
た
の
か
、
あ
る
い
は
う
ま
く
生
じ
な
か
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
仲
介
者
た
ち
の
役
割
、
書
物

の
広
が
り
の
実
態
が
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
通
り
、

外
地
や
植
民
地
に
お
け
る
図
書
館
活
動
と
い
う
領
域
は
、
日
本

の
図
書
館
史
の
な
か
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
部
分

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
図
書
館
史
上
に
お
い
て
も

大
き
な
存
在
感
を
放
つ
読
書
指
導
と
い
う
言
葉
と
、
こ
れ
ら
の

領
域
と
は
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
本
書
を
通
じ
て
実
証
さ
れ
た
。 

こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
の
図
書
館
史
に
お
い
て
い
ま

だ
注
目
を
得
ず
、
し
か
し
な
が
ら
、
大
き
な
学
問
的
価
値
を
含

み
得
る
研
究
対
象
が
掘
り
返
さ
れ
ず
、
い
く
つ
も
埋
も
れ
た
ま

ま
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
示
唆
で
あ
る
と
も
と
ら
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
本
書
の
貢
献
を
呼
び
水
と
し
て
、
図
書
館
界
に

お
い
て
も
、
こ
れ
を
契
機
に
現
在
ま
で
お
ざ
な
り
に
さ
れ
て
き

た
諸
領
域
に
関
し
て
、
今
ひ
と
た
び
価
値
の
再
認
識
が
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

  
 
 

五 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
評
者
の
専
門
的
な
関
心
に
も
引
き
付
け
つ
つ
、
議
論

を
進
め
て
き
た
。前
章
で
言
及
し
た
よ
う
な
図
書
館
も
含
め
て
、

書
物
が
読
者
に
た
ど
り
つ
く
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
道
中
に
点
在

す
る
仲
介
者
ら
の
役
割
に
つ
い
て
改
め
て
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、

読
書
と
い
う
現
象
の
広
が
り
と
、
そ
れ
が
い
か
に
思
想
戦
の
な

か
に
組
み
込
ま
れ
、
利
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
と
い
う

こ
と
を
本
書
は
論
じ
て
い
た
。 
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た
だ
、
著
者
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
読
書
会
や
読
書
日
記
に

お
け
る
読
書
の
可
視
化
は
、
読
ん
だ
図
書
の
規
範
や
価
値
観
を

そ
の
ま
ま
内
面
化
、
身
体
化
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は

な
い
。
こ
う
し
た
も
の
に
付
随
す
る
指
導
は
、
指
導
者
と
の
対

話
と
し
て
機
能
す
る
ほ
か
、
惑
わ
せ
、
だ
ま
す
よ
う
な
戦
略
を

も
取
り
得
る
か
ら
で
あ
る
（
一
二
）
。
著
者
は
、
読
書
の
内
面
化
に

つ
い
て
は
、『
読
書
日
録
』、『
読
書
日
記
』
の
調
査
に
よ
り
、
今

後
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
が
、
た
と
え

内
面
化
と
い
う
個
人
の
内
心
に
お
い
て
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
書
物
が
「
た
ど
り
つ
く
プ
ロ
セ
ス
」
は
そ
こ
へ

必
ず
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
影
響
を

加
味
せ
ず
内
面
化
を
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
本
書
の
も
た
ら
し
た
貢
献
に
鑑
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
は
こ
れ
ま
で
見
落
と

さ
れ
て
き
た
書
物
の
広
が
り
と
い
う
点
に
目
を
向
け
な
が
ら
、

読
書
研
究
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
、
そ
の
解
像
度
を
よ
り
精
緻

に
高
め
る
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
ほ
ぼ
未
踏

の
領
域
を
提
示
し
、
そ
れ
を
切
り
開
く
先
駆
者
と
し
て
の
貢
献

を
着
実
に
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
、
今
後
の

読
書
研
究
の
可
能
性
を
広
げ
る
一
冊
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 
(

一) 

和
田
敦
彦
『
読
書
の
歴
史
を
問
う 

書
物
と
読
者
の
近
代 

改
訂
増
補
版
』
文
学

通
信
、
二
〇
二
〇
。 

(

二) 

和
田
敦
彦
『「
大
東
亜
」
の
読
書
編
成 

思
想
戦
と
日
本
語
書
物
の
流
通
』
ひ
つ

じ
書
房
、
二
〇
二
二
、
二
二
頁
。 

(

三) 

同
書
，
二
頁
。 

(

四) 

同
書
，
五
頁
。 

(

五) 

同
書
，
二
七
八
頁
。 

(

六) 

同
書
，
二
九
〇
頁
。 

(

七) 

同
書
，
一
一
〇
頁
。 

(

八) 

小
黒
浩
司
『
図
書
館
を
め
ぐ
る
日
中
の
近
代 

友
好
と
対
立
の
は
ざ
ま
で
』
青
弓

社
、
二
〇
一
六
。 

(

九) 

一
九
三
七
年
三
月
二
五
日
佐
藤
尚
武
外
務
大
臣
発
加
藤
書
記
官
宛
一
七
八
号
電

「
北
平
日
本
近
代
科
学
図
書
館
将
来
ノ
方
針
ニ
関
ス
ル
件
」雑
件
，第
一
巻
。 

(

一
〇) 

前
掲
（
八
），
一
一
六
頁
。 

(
一
一) 

一
九
三
七
年
、
日
図
協
は
「
暴
戻
な
る
支
那
匪
賊
の
剿
滅
に
奮
闘
せ
ら
れ
つ
ゝ

あ
る
我
が
忠
烈
な
る
将
兵
に
対
し
」
慰
問
図
書
を
贈
る
た
め
、
寄
付
図
書
・

雑
誌
を
募
集
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
図
協
は
満
州
事
変
に
際
し
て
も
同
様
の

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
。
前
掲
（
八
），
一
一
四―

一
一
五
頁
。 
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(

一
二) 
前
掲
（
二
），
八
二
頁
。 
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