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細
部
ま
で
目
配
り
さ
れ
た
こ
の
本
の
著
者
は
︑
明
治
時
代
を
専
門
と
す
る

経
験
豊
か
な
歴
史
学
者
で
︑
自
身
も
熟
練
し
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
あ
る
︒

本
書
で
は
︑
日
本
に
お
け
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
︑
そ
し

て
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
音
楽
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
つ
い
て
百
科
辞
典
的
な
解
説
が

綴
ら
れ
る
と
同
時
に
︑
魅
力
的
な
文
体
で
理
論
整
然
と
し
た
叙
述
が
な
さ
れ

て
い
る
︒

　
今
日
の
世
界
的
に
有
名
な
日
本
人
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
︑
そ
し
て
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
教
授
法
に
お
い
て
顕
著
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
﹁
ス
ズ
キ
・
メ
ソ
ー
ド
﹂

に
関
す
る
話
に
始
ま
る
本
書
に
は
︑
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
十
一
世
紀
初
頭

に
か
け
て
︑
こ
れ
ら
の
現
象
が
生
じ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
の
大

半
は
︑
日
本
へ
の
西
洋
音
楽
の
導
入
に
関
す
る
も
の
で
︑
特
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
︒
歴
史
学
者
で
あ
る
著
者
は
︑
要
所
に
適
切
な
概

要
を
挟
み
な
が
ら
︑
音
楽
に
関
す
る
説
明
を
よ
り
広
範
な
社
会
背
景
に
関
す

る
語
り
の
中
に
巧
み
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒

　
メ
ー
ル
氏
は
︑
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
︒﹁
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
︑
西

洋
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
点
で
は
﹁
西
洋
﹂
の
も
の
で
あ
る
が
︑

も
う
長
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
（
︙
︙
）︒

日
本
で
演
奏
さ
れ
る
西
洋
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
︑
西
洋
で
奏か
な

で
ら
れ
る
も
の

と
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
︑（
︙
︙
）
そ
の
実
︑﹁
西
洋
的
﹂
で
あ
る
の
と

同
じ
く
ら
い
﹁
日
本
的
﹂
で
あ
る
︒
日
本
人
が
い
く
ら
西
洋
音
楽
を
ま
つ
り

あ
げ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
地
だ
け
が
そ
の
本
場
だ
と
い
う
信
念
を
い
だ
き

続
け
て
い
た
と
し
て
も
︑
そ
の
音
楽
は
完
全
に
彼
ら
日
本
人
が
自
ら
作
り
上

げ
た
も
の
な
の
だ
﹂（p. 6

）︒

　
日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
音
楽
の
役
割
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
も
語

書 
評マ

ー
ガ
レ
ッ
ト
・
メ
ー
ル
﹃
愛
の
み
な
ら
ず
︱
︱
一
八
五
〇
～ 

　
二
〇
一
〇
年
の
日
本
に
お
け
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
﹄
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ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
︑
メ
ー
ル
氏
は
︑
一
人
ひ
と
り
の
人
物
に
主
眼
を

置
く
と
い
う
新
た
な
切
り
口
を
見
せ
て
い
る
︒
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
先
駆
者
で

あ
る
姉
妹
︑
幸
田
延の
ぶ

（
一
八
七
〇
︱
一
九
四
六
）
と
安
藤
幸こ
う

（
一
八
七
八
︱

一
九
六
三
）
を
紹
介
し
︑
彼
女
た
ち
の
才
能
︑
海
外
留
学
︑
そ
し
て
延
の
作

曲
家
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑
指
導
者
や
奏
者
と
し
て
の
役
割
を
詳
述
し
て
い

る
︒
全
体
的
な
発
展
の
大
き
な
流
れ
に
︑
一
人
ひ
と
り
の
キ
ャ
ス
ト
（
山
田

耕
作
﹇
一
八
八
六
︱
一
九
六
五
﹈
を
は
じ
め
と
す
る
著
名
人
た
ち
）︑
そ
し
て
日
本

国
内
で
さ
え
い
ま
や
忘
れ
ら
れ
た
そ
の
他
多
数
の
音
楽
家
た
ち
の
克
明
な
寸

描
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
人
物
た
ち
の
性
格
や
弱
点
︑
ま
た

歴
史
的
な
ゴ
シ
ッ
プ
な
ど
に
関
す
る
活
き
活
き
と
し
た
詳
細
な
描
写
を
読
む

こ
と
が
で
き
る
︒

　︹
日
本
に
お
け
る
︺
二
十
世
紀
初
頭
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
ブ
ー
ム
は
︑
日
本

製
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
が
入
手
可
能
に
な
っ
た
こ
と
や
︑
多
数
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
講
師
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
和
楽
器
と
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
の
両
方
で
奏
で
ら
れ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
日
本
音
楽
の
演
奏
が
積
極

的
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
第
一
次
世
界
大
戦
後
︑
日
本
で
西
洋
音
楽
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
と
︑
日
本
が
﹁
音
楽
大
国
﹂
と
し
て
浮
上
す
る
の
に
十
分
な
関
心
や
専
門

技
術
を
生
み
出
し
︑
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
（
ハ
イ
フ
ェ
ッ
ツ
︑
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
︑

ジ
ン
バ
リ
ス
ト
な
ど
）
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
亡
命
音
楽
家
た
ち
（
モ
ギ
レ
フ
ス
キ
ー

な
ど
）
を
呼
び
込
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
︑
メ
ー
ル
氏
は
論
じ
る
︒
そ
の

来
日
し
た
ス
タ
ー
た
ち
の
多
く
が
︑
長
期
に
わ
た
り
日
本
に
滞
在
し
た
︒
交

響
楽
団
の
成
長
期
に
関
す
る
一
節
は
︑
話
の
焦
点
が
関
西
へ
と
移
さ
れ
て
お

り
︑
東
京
偏
重
に
お
ち
い
ら
な
い
す
ぐ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

　
ま
た
こ
の
時
代
は
︑
二
人
の
著
名
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
指
導
者
が
登
場
し
た

時
期
で
も
あ
っ
た
︒
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
の
第
一
人
者
鈴
木
政
吉
の
息
子
で

あ
り
︑
ス
ズ
キ
・
メ
ソ
ー
ド
の
考
案
者
で
あ
る
鈴
木
鎮
一
（
一
八
九
八
︱

一
九
九
八
）︑
そ
し
て
鷲
見
三
郎
（
一
九
〇
二
︱
一
九
八
四
）
で
あ
る
︒
彼
ら
は

戦
後
著
名
な
音
楽
家
と
な
る
子
供
た
ち
の
指
導
に
あ
た
っ
た
︒
国
内
で
育
成

さ
れ
た
神
童
た
ち
の
一
人
が
︑
三
歳
か
ら
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
習
い
始
め
た
諏

訪
根ね

自じ

子こ

（
一
九
二
〇
︱
二
〇
一
二
）
で
あ
る
︒
一
九
三
七
年
以
降
は
︑
海
外

の
有
名
な
音
楽
家
た
ち
の
来
日
演
奏
旅
行
が
み
ら
れ
な
く
な
り
︑
や
が
て
日

本
在
住
の
外
国
人
音
楽
家
た
ち
の
演
奏
も
許
可
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
︑
国

内
の
才
能
あ
る
人
材
に
と
っ
て
の
機
会
が
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

一
九
三
〇
年
代
︑
お
よ
び
四
〇
年
代
に
養
成
さ
れ
た
神
童
た
ち
が
︑
戦
後
に

い
た
る
ま
で
そ
の
空
白
を
埋
め
た
の
で
あ
る
︒

　
第
一
部
は
︑
戦
中
を
ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
日
本
人
音
楽
家
た
ち
に
関
す
る

説
明
で
締
め
く
く
ら
れ
る
が
︑
そ
の
大
部
分
が
近
衛
秀
麿
と
諏
訪
根
自
子
の

記
述
に
割
か
れ
て
い
る
︒
一
九
四
五
年
︑
日
本
大
使
館
員
と
と
も
に
ベ
ル
リ

ン
か
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
空
路
で
脱
出
し
て
か
ら
︑
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
救

助
︑
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
送
を
経
て
︑
一
九
四
五
年
末
に
帰
国
す
る
ま
で
の
彼

ら
の
軌
跡
は
︑
本
書
の
第
一
部
の
結
末
を
印
象
深
い
も
の
に
し
て
い
る
︒
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第
二
部
は
︑
占
領
下
の
日
本
と
︑
音
楽
生
活
の
再
開
に
関
す
る
見
事
な
概

説
に
始
ま
る
︒
戦
前
︑
上
流
階
級
の
楽
器
と
さ
れ
て
い
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
︑

第
二
次
ブ
ー
ム
を
迎
え
る
︒
ヤ
マ
ハ
と
カ
ワ
イ
の
音
楽
教
室
が
全
盛
を
極
め
︑

ス
ズ
キ
・
メ
ソ
ー
ド
も
は
じ
め
は
日
本
で
︑
そ
し
て
後
に
国
際
的
な
成
長
を

み
る
こ
と
と
な
る
︒
ま
た
︑
海
外
留
学
は
例
外
と
い
う
よ
り
標
準
と
な
っ
た
︒

戦
後
の
日
本
人
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
た
ち
は
︑
そ
れ
以
前
の
世
代
の
大
多
数

と
は
異
な
り
︑
幼
少
期
か
ら
演
奏
を
習
っ
て
い
る
︒
物
語
は
︑
驚
く
ほ
ど
数

多
く
の
豊
か
な
人
物
描
写
に
よ
り
︑
活
き
活
き
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
大
成
功

を
収
め
た
江
藤
俊
哉
（
一
九
二
七
︱
二
〇
〇
八
）
と
︑
同
等
の
才
能
を
持
ち
つ

つ
も
悲
劇
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
で
あ
っ
た
渡
辺
茂
夫
（
一
九
四
一
︱

一
九
九
九
）
と
の
対
照
的
な
ケ
ー
ス
は
︑
日
本
人
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
た

ち
が
直
面
す
る
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
国
際
的
な
ス
タ
ー
で
あ
る

五ご

嶋と
う

み
ど
り
（
一
九
七
一
︱ 

）
と
そ
の
異
父
弟
で
あ
る
五
嶋
龍
の
詳
細
な
一

節
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
別
の
節
で
は
︑
一
九
八
二
年
に
起
き
た

楽
器
購
入
お
よ
び
鑑
定
書
偽
造
を
め
ぐ
る
贈
収
賄
事
件
﹁
神
田
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
﹂（
芸
大
事
件
）
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒

　
最
後
の
第
三
部
に
は
︑﹁
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
・
マ
マ
﹂
に
関
す
る
章
が
収
録
さ

れ
て
い
る
︒
メ
ー
ル
氏
は
︑
五
嶋
み
ど
り
の
母
︑
そ
し
て
千せ
ん

住じ
ゅ

真
理
子
の
母

（
一
九
五
二
︱ 

）
が
執
筆
し
た
本
を
紹
介
し
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
天
才
を
育
て

る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
激
務
や
犠
牲
︑
不
健
全
性
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
︒

ほ
か
に
も
︑
日
本
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
業
界
の
課
題
︑
室
内
楽
︑
ア
マ

チ
ュ
ア
奏
者
︑
そ
し
て
シ
ニ
ア
層
向
け
の
新
規
市
場
に
つ
い
て
考
察
す
る
章

が
あ
る
が
︑
こ
こ
で
も
や
は
り
多
数
の
人
物
た
ち
が
描
か
れ
て
お
り
︑
こ
れ

ら
全
て
が
本
書
を
魅
力
的
な
読
み
物
に
し
て
い
る
︒

　
メ
ー
ル
氏
は
︑
改
め
て
﹁
そ
も
そ
も
日
本
の
音
楽
と
は
い
っ
た
い
何
な
の

か
？
﹂
と
問
い
か
け
︑
本
書
を
結
ん
で
い
る
︒
映
画
音
楽
や
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音

楽
で
さ
り
げ
な
く
使
わ
れ
て
い
る
西
洋
音
楽
の
専
門
用
語
は
︑
ま
ぎ
れ
も
な

く
日
本
で
作
ら
れ
た
言
葉
だ
︒
両
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
︑﹁
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
︑

明
ら
か
に
近
代
日
本
の
伝
統
の
一
部
と
な
っ
た
﹂（p. 405

）︒
同
時
に
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
は
︑﹁
次
第
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
音
楽
文
化
の
一
角
を
担
い
つ
つ
あ
る
日

本
人
の
物
語
の
重
要
な
要
素
﹂（p. 405

）
で
も
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ク
ラ

シ
ッ
ク
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
︑
ま
た
日
本
と
海
外
と
の
区
別
は
意
味
を
な
さ
な
く

な
る
の
で
あ
る
︒

　
本
書
は
︑
日
本
の
西
洋
音
楽
に
関
す
る
文
献
の
蓄
積
に
加
え
る
べ
き
貴
重

な
研
究
で
あ
る
︒
日
本
に
お
け
る
ピ
ア
ノ
や
フ
ル
ー
ト
︑
オ
ル
ガ
ン
︑
オ
ペ

ラ
︑
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
つ
い
て
も
同
様
の
話
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
︑

確
か
に
そ
の
よ
う
な
著
作
も
日
本
語
で
は
存
在
す
る
︒
メ
ー
ル
氏
は
︑
高
い

研
究
水
準
を
設
け
︑
徹
底
的
に
網
羅
し
た
研
究
︑
そ
し
て
興
味
深
い
話
を
語

る
能
力
を
み
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
こ
の
種
の
研
究
に
お
け
る
︑
困
難
で
あ
り
︑

し
か
し
挑
戦
し
が
い
の
あ
る
研
究
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る
︒

 
（
翻
訳
：
片
岡
真
伊 

総
合
研
究
大
学
院
大
学
博
士
後
期
課
程
）

　
＊
本
稿
はJapan Review

 29
（2016

）
に
掲
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れ
た
英
文
テ
キ
ス
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の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒


