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書 
評

　
著
者
は
二
〇
〇
三
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
か
ら
歴
史
学
の
博
士
学
位
を
取

得
し
︑
現
在
は
米
国
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
に
あ
る
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ

（Trinity C
ollege

）
に
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
と
し
て
勤
務
し
て

い
る
（
同
校
Ｈ
Ｐ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
よ
る
）︒
日
本
で
の
長
年
に
わ
た
る
生
活

経
験
を
土
台
に
︑
さ
ら
に
二
度
に
わ
た
る
日
本
滞
在
で
著
者
が
お
こ
な
っ
た

研
究
・
調
査
活
動
や
︑
博
士
課
程
で
の
研
鑽
が
結
実
し
て
︑
本
書
が
で
き
あ

が
っ
た
も
の
と
私
は
想
像
し
て
い
る
︒

　
ま
ず
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
マ
ー
ジ
ン
（m

argin

）
を
見
て
思
い
つ

く
の
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
で
用
い
ら
れ
る
﹁
サ
バ
ル
タ
ン

（subaltern

）﹂
と
い
う
概
念
で
あ
る
︒
確
か
に
本
書
は
こ
の
概
念
を
下
敷
き
に
︑

そ
れ
が
意
味
す
る
周
縁
化
さ
れ
抑
圧
さ
れ
た
人
々
を
研
究
対
象
に
し
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
も
う
少
し
具
体
的
に
い
え
ば
︑
本
書
は
マ
ー
ジ
ン
に

追
い
や
ら
れ
た
﹁
部
落
民
（burakum

in

）﹂
と
﹁
朝
鮮
人
（K

oreans

）﹂
と
い

う
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
研
究
対
象
に
設
定
し
︑
両
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
関
係
性
を
戦
前
・
戦
中
期
を
通
じ
て
分
析
し
て
い
る
︒

　
な
お
本
書
の
用
語
の
翻
訳
に
際
し
て
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

﹁m
argin

﹂
の
訳
語
と
し
て
周
縁
化
さ
れ
た
場
と
い
う
意
味
合
い
を
出
す
べ
き

か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
に
近
い
語
で
す
で
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
﹁
周

縁
﹂
や
﹁
周
辺
﹂
を
用
い
る
こ
と
は
し
な
い
で
︑
磯
前
順
一
（
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー
）
な
ど
の
用
例
に
倣
い
﹁
余
白
﹂
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
︒
そ

れ
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（identity

）
に
関
し
て
は
︑
本
書
評
で
は
本
書

全
体
を
貫
く
用
法
に
合
わ
せ
て
﹁
主
体
性
﹂
と
い
う
意
味
で
こ
の
語
を
使
っ

て
い
る
︒

　
で
は
内
容
に
移
っ
て
︑
著
者
は
サ
バ
ル
タ
ン
住
民
と
し
て
の
二
グ
ル
ー
プ

ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ポ
ー
ル
・
ベ
イ
リ
ス

『
帝
国
の
「
余
白
」
で

―
戦
前
・
戦
中
期
の
日
本
に
お
け
る
部
落
と

朝
鮮
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
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の
比
較
を
試
み
た
意
図
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
つ

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
共
同
体
の
間
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
︑
日
本
社
会
で
の
社
会

経
済
的
な
位
置
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
か
ら
排
斥
さ
れ
る
度
合
い
と
い
う
対
比
が

あ
る
︒
こ
の
対
比
を
考
慮
し
た
場
合
︑
部
落
と
朝
鮮
が
経
た
周
縁
化
の
経
験

お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
反
応
を
比
較
し
︑
両
者
の
支

配
・
統
合
を
企
図
し
た
政
策
も
そ
の
比
較
に
並
置
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
著

者
は
考
え
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
第
七
章
で
著
者
は
日

本
が
一
九
四
五
年
に
敗
戦
す
る
ま
で
の
四
半
世
紀
の
期
間
に
お
い
て
︑
二
つ

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
が
お
互
い
を
ど
の
よ
う
に
見
て
︑
ど
の
よ
う

に
影
響
し
合
っ
た
の
か
を
探
求
し
た
と
い
う
（p. 11

）︒

　
ま
ず
構
成
を
通
じ
て
本
書
の
全
体
像
を
示
そ
う
︒

序
章

第
一
章
　
近
代
性
と
周
縁
化
︱
︱
明
治
期
日
本
に
お
け
る
部
落
民
と
朝

鮮
人
の
描
写

第
二
章
　
初
期
に
お
け
る
部
落
民
と
朝
鮮
人
の
反
応
︱
︱
﹁
余
白
﹂
か

ら
見
る
近
代
性
と
帝
国

第
三
章
　
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

問
題
︱
︱
国
家
と
帝
国
へ
の
脅
威
︑
そ
し
て
自
由
主
義
的
な

対
応

第
四
章 

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
期
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
行
動
主

義
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
対
立

第
五
章
　
日
本
の
﹁
新
体
制
﹂
に
お
け
る
﹁
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
問
題
﹂

︱
︱
国
家
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
政
策
と
戦
争
動
員

第
六
章
　
国
家
危
機
時
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
︱
︱
動
員
と
戦
時
下

の
部
落
民
と
朝
鮮
人

第
七
章
　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
の
関
係
（
一
九
二
〇
～
四
五
年
）
︱
︱
運
動

と
共
同
体

終
　
章
　
偏
見
︑
政
策
︑
そ
し
て
帝
国
の
﹁
余
白
﹂
に
お
け
る
近
接

　
次
は
こ
の
構
成
の
流
れ
を
概
略
し
た
う
え
で
︑
私
な
り
の
観
点
で
本
書
か

ら
論
点
を
見
い
だ
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒
流
れ
と
し
て
は
︑
著
者
は
主
に
三

つ
の
時
期
に
分
け
て
︑
結
果
的
に
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
の
関
係
を
描
こ

う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
概
観
す
る
な
ら
ば
︑
ま
ず
明
治
初
期
に
お

け
る
近
代
化
と
周
縁
化
お
よ
び
そ
れ
ら
へ
の
両
者
の
反
応
が
叙
述
さ
れ
て
い

る
︒
国
民
国
家
と
帝
国
の
中
で
は
天
皇
の
臣
民
す
べ
て
が
︑
市
民
と
い
う
単

な
る
法
的
な
事
実
以
上
に
︑
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
よ
り
深

く
て
固
い
絆
を
共
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
を
背
景
に
︑

国
家
が
両
者
を
国
民
国
家
お
よ
び
帝
国
の
視
野
の
中
で
統
合
し
よ
う
と
し
た

た
め
に
︑
朝
鮮
と
部
落
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
理
想
化
さ
れ
た
日
本
人
か

ら
逸
脱
し
た
も
の
に
描
か
れ
た
と
説
明
す
る
（p. 76

）︒

　
次
に
︑
二
つ
目
の
時
期
は
一
九
二
〇
年
代
の
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
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（Im
perial D

em
ocracy

）﹂
期
で
︑
両
者
の
運
動
の
組
織
化
と
そ
れ
に
並
行
す
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
対
立
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
三
つ
目
の
時
期
は

一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
︑
戦
争
動
員
政
策
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

対
立
の
顕
在
化
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
二
つ
目
と
三
つ
目
の
時
期

の
両
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
第
七
章
で
整

理
・
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
や
は
り
︑
前
述
し
た
よ
う
に
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
を
比
較
す
る
こ
と
で
両
者
間
の
関
係
を
描
く
こ
と
が
︑
本
書
の
最
大
の

目
的
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
後
者
の
二
つ
の
時
期
に
お
け
る
成
果
を
概
観
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
た

め
︑
次
は
方
法
論
の
面
で
私
な
り
に
本
書
か
ら
見
い
だ
し
た
論
点
を
二
つ
あ

げ
て
み
よ
う
︒
そ
れ
ら
は
︑
二
つ
目
の
時
期
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
た

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
と
い
う
日
本
で
は
馴
染
み
の
な
い
概
念
と
︑
彼
ら
サ

バ
ル
タ
ン
住
民
の
声
を
聞
く
こ
と
の
試
み
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関

係
性
を
論
じ
た
点
で
あ
る
︒

　
著
者
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
師
事
し
た
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン

（A
ndrew

 G
ordon

）
の
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と

で
︑
本
書
は
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
お
け
る
運
動
の
性
格
付
け
と
そ
の
限

界
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
︒

　
こ
の
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
成
立
し
た
中
産

階
級
の
党
派
に
よ
る
支
配
の
下
で
展
開
し
た
と
い
う
︒
当
時
の
労
働
・
社
会

運
動
は
︑
組
織
化
さ
れ
た
抵
抗
か
ら
得
る
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
の
制
度

に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
批
評
に
よ
り
鼓
舞
さ
れ
︑
ま
た
そ
の
よ
う
な

抵
抗
的
な
文
化
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
︒
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
表
現
を
す
れ

ば
︑
私
有
財
産
権
︑
帝
国
の
正
統
性
︑
そ
し
て
天
皇
制
の
必
要
性
の
よ
う
な

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
の
根
本
的
な
教
義
に
対
し
て
︑
こ
の
抵
抗
的
な
文
化

は
挑
戦
的
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
の
頻
度
で
︑
こ
の
時
期
の

大
衆
的
な
政
治
・
社
会
運
動
は
上
記
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
な
ら
両
面

価
値
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
両
義
性
に
よ
り
抵
抗
的
な
文
化
が

﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
に
も
加
担
す
る
こ
と
に
な
り
︑
結
果
的
に
は
そ
れ
に

包
摂
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
（PP. 166–67

）︒

　
こ
の
よ
う
な
﹁
帝
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂
概
念
を
用
い
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
行

動
主
義
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
両
義
性
の
分
析
を
踏
み
台
に
し
て
︑
本
書

は
両
者
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
雑
な
関
係
性
を
提
示
す
る
次
の

ス
テ
ー
ジ
へ
と
議
論
を
展
開
し
︑
そ
の
分
析
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
︒

　
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関
係
性
に
つ
い
て
︑
わ
か
り

や
す
い
要
約
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
部
分
を
翻
訳
し
て
次
に
引
用
し
よ
う
︒
こ

れ
は
著
者
が
サ
バ
ル
タ
ン
住
民
の
声
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
の

ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
︒

二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
朝
鮮
人
と
部
落
民
の
関
係
は
︑
様
々
な
要
因

に
対
す
る
対
応
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒
そ
れ
ら
要
因

は
︑
国
家
︑
帝
国
︑
そ
し
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
文
化
の
中
に
入
る
こ
と
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を
熱
望
し
た
両
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
位
置
と
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
い

る
︒
世
界
観
と
し
て
の
帝
国
の
影
響
は
︑
水
平
社
の
指
導
者
た
ち
が
朝

鮮
人
活
動
家
の
苦
境
と
熱
望
を
理
解
し
た
り
同
情
し
た
り
で
き
た
程
度

に
︑
ひ
た
す
ら
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
朴
春
琴
︹
親
日
融
和
団
体
で

あ
る
相
愛
会
の
指
導
者
＝
訳
者
︺
の
よ
う
な
朝
鮮
人
が
発
し
た
朝
鮮
人
差

別
へ
の
批
評
は
︑
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
使
命
に
と
も
な
う
部
落
差

別
の
問
題
を
水
平
社
が
批
判
し
た
こ
と
と
共
鳴
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒

だ
が
︑
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
悪
行
を
訴
え
る
た
め
に
互
い
が
手
を
つ
な
ぐ

こ
と
で
反
体
制
的
な
態
度
が
露
わ
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
い
と
い
う
願

望
と
︑
一
方
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
戦
争
支
援
を
す
る
動
機
に
対
し
て
抱

い
た
疑
念
に
よ
り
︑
両
者
は
差
別
に
対
抗
す
る
朝
鮮
・
部
落
の
﹁
共
同

戦
線
﹂
の
誕
生
を
回
避
し
て
し
ま
っ
た
︒（p. 377
）

　
最
後
に
本
書
か
ら
得
た
知
見
を
も
と
に
︑
私
が
さ
ら
に
知
り
た
い
と
思
っ

た
こ
と
を
課
題
と
し
て
提
示
し
て
み
る
︒
本
書
は
︑
国
体
観
念
に
も
と
づ
く

日
本
の
国
民
教
化
に
お
い
て
︑
部
落
民
は
天
照
大
神
に
連
な
る
日
本
臣
民
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
理
解
し
た
︒

な
ぜ
な
ら
朝
鮮
人
と
部
落
民
を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
国
民
統
合
の
﹁
余

白
﹂
の
位
置
に
並
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
国
家
と
し
て
は
両

者
の
﹁
余
白
﹂
内
で
の
位
置
関
係
が
よ
り
重
要
で
あ
り
︑
排
除
・
包
摂
に
関

し
て
異
な
る
認
識
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
両
者
に
対
す
る
政
策
や
各
々
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
理
解
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
を
も
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
読
者
の
ひ
と
り
と
し
て
排
除
・
包
摂
の
議
論
に

ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
読
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
お
い
て
推
進
さ
れ
た
国
民
教

化
︑
つ
ま
り
国
民
国
家
の
﹁
公
定
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（official nationalism

）﹂

の
内
容
は
単
一
民
族
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
沿
っ
た

朝
鮮
人
の
﹁
同
化
﹂
と
は
同
祖
論
を
根
拠
と
す
る
国
民
意
識
の
強
制
で
︑
私

は
根
拠
自
体
が
矛
盾
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
︒
だ
が
一
九
三
〇
年
代
に
入

り
︑
満
洲
事
変
後
の
帝
国
日
本
の
拡
張
期
に
お
い
て
は
︑
帝
国
主
義
的
な
国

民
意
識
が
重
な
っ
た
重
層
状
態
へ
と
移
行
し
た
と
私
は
理
解
し
て
い
る
︒
新

た
に
覆
い
被
さ
っ
て
き
た
内
容
は
多
民
族
帝
国
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
︑
た
と
え
ば
植
民
地
朝
鮮
で
は
日
本
人
を
頂
点
と
す
る
帝

国
臣
民
の
序
列
の
中
に
朝
鮮
人
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
（
拙
著
﹃
帝
国
神
道
の

形
成
︱
︱
植
民
地
朝
鮮
と
国
家
神
道
の
論
理
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︑
第
三
章

を
参
照
）︒

　
こ
の
よ
う
な
国
民
国
家
成
立
期
か
ら
帝
国
主
義
期
に
至
る
ま
で
の
国
民
教

化
に
お
い
て
︑
国
家
が
想
定
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
変
遷
と
本
書
で
描
か

れ
た
二
つ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る

と
︑
本
書
で
扱
っ
た
﹁
融
和
﹂﹁
同
化
﹂
と
い
っ
た
排
除
・
包
摂
の
両
義
的
な

概
念
を
め
ぐ
る
両
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
雑
な
関
係
性
に
︑
新
た
な
発
見

が
加
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
う
︒




