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長
谷
川
成
一
著

『
北
奥
羽
の
大
名
と
民
衆
』

兼
平

賢
治

評
者
は
、
現
在
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
高
専
・
大
学
の
教
壇
に
立
っ
て
い
る
が
、

本
書
を
読
み
終
え
た
後
、
特
に
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
日
本
史
を
学
ぶ
、
或
い
は
研
究

を
志
す
方
々
に
是
非
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
一
書
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
学

生
に
一
読
す
る
こ
と
を
薦
め
て
い
る
。
内
容
は
専
門
の
研
究
書
と
し
て
の
学
問
的
レ

ベ
ル
を
保
ち
つ
つ
、
一
般
教
養
書
と
し
て
の
そ
の
読
み
易
さ
か
ら
、
本
書
が
、
日
本

史
を
愛
好
す
る
多
く
の
方
々
に
も
、
広
く
愛
読
さ
れ
る
一
書
と
な
る
こ
と
を
確
信
す

る
。著

者
で
あ
る
長
谷
川
成
一
氏
は
、
昭
和
五
三
年
に
弘
前
大
学
に
着
任
さ
れ
、
爾
来
、

近
世
史
研
究
の
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
へ
の
歴
史
研
究
の
普
及
や

後
学
の
育
成
に
尽
力
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
青
森
県
は
、
研
究
者
層
も
厚
み
を
増
し
、

東
北
で
最
も
歴
史
研
究
の
盛
ん
な
地
域
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
著
者

の
活
動
の
成
果
は
、
同
県
の
近
年
に
お
け
る
自
治
体
史
の
充
実
ぶ
り
に
も
結
実
し
て

お
り
、
本
書
の
な
か
に
も
そ
の
最
新
の
成
果
が
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
な
か
で

も
、
自
治
体
史
編
纂
の
過
程
で
新
た
に
発
掘
さ
れ
た
史
料
を
縦
横
に
駆
使
し
、
新
知

見
を
提
示
さ
れ
て
い
る
論
考
は
、
本
書
を
手
に
し
た
方
々
に
、
歴
史
学
と
い
う
学
問

の
魅
力
を
十
二
分
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
稿
（
一
二
編
）
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
そ
の

多
く
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
新
し
い
も
の
が
基
に
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
以
前
に
発
表
さ
れ
た
論
稿
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
近
年
の
研
究
動
向
に

目
配
り
さ
れ
、
最
新
の
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
著
者
の
勤

務
地
の
弘
前
市
と
郷
里
の
秋
田
県
由
利
本
荘
市
を
中
心
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
地
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
内
容
の
広
が
り
を
も
っ
て
お
り
、
時
代
は
、
豊
臣
政
権

期
か
ら
江
戸
時
代
後
期
・
幕
末
維
新
期
ま
で
を
扱
っ
て
い
る
が
、
近
世
社
会
の
出
来

事
と
い
う
枠
を
越
え
て
、
今
日
の
問
題
に
引
き
付
け
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
事
例
も
含

ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
を
通
読
す
る
と
、
著
者
の
史
料
に
厳
格
な
研
究
姿
勢
も

伝
わ
っ
て
く
る
。
以
上
は
、
本
書
の
魅
力
の
核
と
も
い
え
よ
う
。

で
は
、
以
下
、
本
書
の
構
成
を
示
し
た
後
、
内
容
を
紹
介
す
る
な
か
で
評
者
の
コ

メ
ン
ト
も
加
え
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
本
書
が
「
い
わ
ゆ
る
専
門
の
研
究
書
で
は

な
く
、
一
般
教
養
書
と
し
て
の
性
格
を
併
せ
持
つ
書
物
と
し
て
執
筆
・
編
集
」
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
問
的
に
堅
苦
し
く
論
評
す
る
こ
と
は
避
け
（
評
者
の
力
量
不

足
も
あ
り
ま
す
が
）
、
日
本
史
を
愛
好
さ
れ
る
方
々
に
は
、
そ
の
奥
深
さ
と
魅
力
を

再
認
識
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
日
本
史
を
学
ぶ
、

或
い
は
研
究
を
志
す
方
々
に
は
、
本
書
を
大
い
に
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、

そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
（
ま
え
が
き
・
あ
と
が
き
・
コ
ラ
ム
を
除
く
）。

Ⅰ

北
奥
羽
の
大
名
・
小
名
論

（
第
一
～
四
章
）

Ⅱ

北
奥
羽
の
社
会
と
民
衆

（
第
一
～
四
章
）

Ⅲ

北
奥
羽
に
関
す
る
各
論
―
史
料
・
鉱
山
―

（
第
一
～
四
章
）

次
に
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
評
者
の
コ
メ
ン
ト
も

加
え
て
い
こ
う
。
な
お
、
本
書
で
多
く
の
割
合
を
占
め
る
Ⅰ
・
Ⅱ
に
紙
幅
を
費
や
し

た
点
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。
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ま
ず
、
Ⅰ
「
北
奥
羽
の
大
名
・
小
名
論
」
に
つ
い
て
。
そ
の
概
要
を
示
す
と
、
第

一
章
「
奥
羽
仕
置
と
奥
羽
大
名
」、
第
二
章
「
豊
臣
政
権
と
出
羽
国
の
小
領
主
」、
第

三
章
「
文
禄
二
年
五
月
「
誓
紙
一
巻
」
と
奥
羽
大
名
」
で
は
、
奥
羽
の
領
主
層
が
、

奥
羽
仕
置
と
文
禄
・
慶
長
の
役
で
の
肥
前
名
護
屋
へ
の
出
陣
、
伏
見
城
の
普
請
役
の

履
行
を
と
お
し
て
、
統
一
政
権
に
よ
っ
て
新
た
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
支
配
秩
序
の
な

か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
そ
の
過
程
を
、
数
多
く
の
史
料
か
ら
丹
念
に
再
現
す
る
。

ま
た
同
時
に
、
「
京
儀
」
に
よ
る
支
配
を
嫌
う
「
奥
羽
民
衆
の
草
の
根
の
抵
抗
」
を

す
る
姿
と
、
そ
れ
と
は
対
照
に
、
こ
れ
ま
で
の
奥
羽
の
武
家
社
会
を
律
し
て
き
た
も

の
が
通
用
し
な
い
新
た
な
支
配
秩
序
の
も
と
で
の
「
日
本
之
つ
き
合
」
に
、
戦
々

恐
々
と
し
な
が
ら
も
、
必
死
に
適
合
し
よ
う
と
す
る
領
主
層
の
姿
を
、
当
時
の
文
書

の
文
言
を
引
用
し
な
が
ら
巧
み
に
描
く
。
読
者
に
は
、
奥
羽
の
民
衆
と
領
主
層
が
体

感
し
た
そ
の
緊
張
感
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
第
四
章
「
近

世
奥
羽
大
名
家
の
自
己
認
識
―
北
奥
と
南
奥
の
比
較
か
ら
―
」
で
は
、
北
奥
の
弘
前

藩
津
軽
氏
（
外
様
大
名
）
と
南
奥
の
会
津
藩
保
科
氏
（
家
門
大
名
）
の
自
己
認
識
の

形
成
過
程
と
そ
の
背
景
を
探
り
、
両
者
を
比
較
検
討
す
る
。
自
己
認
識
を
比
較
検
討

す
る
手
法
は
、
今
後
に
引
き
継
ぎ
た
い
。
ま
た
、
両
大
名
を
含
む
奥
羽
諸
大
名
の
自

己
認
識
に
も
言
及
す
る
が
、
そ
の
際
、
ア
イ
ヌ
の
問
題
を
導
入
し
て
い
る
点
は
著
者

ら
し
い
視
点
で
、
論
考
に
広
が
り
を
与
え
て
い
る
。

で
は
、
各
章
の
内
容
に
つ
い
て
、
少
し
詳
し
く
言
及
し
よ
う
。

第
一
章
で
は
、
奥
羽
仕
置
を
め
ぐ
る
最
新
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
親

し
み
易
い
文
章
で
そ
の
全
体
像
が
描
か
れ
て
お
り
、
次
章
以
降
を
読
み
進
め
て
い
く

上
で
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
よ
う
。

第
二
章
で
は
、
豊
臣
政
権
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
新
た
な
支
配
秩
序
の
な
か

に
組
み
込
ま
れ
、
さ
ら
に
、
関
ケ
原
合
戦
を
経
る
な
か
で
、
懸
命
に
生
き
残
ろ
う
と

す
る
奥
羽
の
領
主
層
の
動
向
を
、
出
羽
の
小
領
主
で
あ
る
由
利
衆
を
と
お
し
て
描
か

れ
て
お
り
、
こ
れ
が
全
く
筆
者
独
自
の
視
点
で
あ
る
が
、
本
章
で
描
か
れ
る
由
利
衆

の
姿
か
ら
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
を
懸
命
に
生
き
抜
き
、
或
い
は
そ
の
な

か
ば
で
没
落
し
て
い
っ
た
、
全
国
各
地
の
小
領
主
た
ち
の
姿
を
も
重
ね
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
関
ケ
原
合
戦
後
の
由
利
衆
の
解
体
は
、
「
由
利
の
中
世

の
終
焉
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
全
国
が
新
た
な
時
代
を
迎
え
た
こ
と
を
象
徴
す
る
出

来
事
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

第
三
章
で
は
、
肥
前
名
護
屋
城
で
一
斉
に
在
陣
の
諸
大
名
・
諸
将
が
花
押
を
据
え

た
「
誓
紙
一
巻
」
の
歴
史
的
意
義
を
、
そ
の
文
面
に
あ
る
「
明
使
節
に
対
す
る
悪
口

を
禁
止
」
さ
せ
て
、
不
測
の
事
態
を
未
然
に
防
ぎ
講
和
交
渉
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、

と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
士
気
の
低
下
・
軍
紀
の
弛
緩
が
み
ら
れ
た
諸
将
に
、
花
押

を
据
え
誓
約
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
綱
紀
の
引
き
締
め
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と

指
摘
す
る
。
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
て
の
見
解
で
説
得
力
が
あ
り
、
読
者
に
は
、
史

料
を
基
に
独
自
の
解
釈
か
ら
新
知
見
を
導
き
出
す
と
い
う
、
歴
史
学
の
も
つ
魅
力
を

改
め
て
感
じ
さ
せ
て
く
れ
よ
う
。
文
書
を
、
文
字
情
報
以
外
の
と
こ
ろ
か
ら
深
く
読

み
込
む
手
法
も
、
こ
の
論
考
か
ら
学
び
た
い
。

第
四
章
で
は
、
奥
羽
の
北
と
南
の
両
端
に
位
置
し
た
弘
前
藩
津
軽
氏
と
会
津
藩
保

科
氏
両
大
名
の
自
己
認
識
が
、
藩
領
が
位
置
す
る
地
域
に
強
力
に
規
定
さ
れ
て
形
成

さ
れ
た
点
で
は
同
じ
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
た
、
大
名
と
し
て
の
性
格
の
差
異

（
外
様
大
名
と
家
門
大
名
）
ゆ
え
に
、
両
者
と
も
に
独
自
の
自
己
認
識
を
形
成
し
、

幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
独
自
の
立
場
を
獲
得
し
た
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
戊
辰

戦
争
時
の
両
藩
の
対
処
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
両
藩
の
政
治
姿
勢
は
両
極
の
よ
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う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
各
々
の
地
域
で
培
っ
た
自
己
認
識
に
規
定
さ
れ

た
行
動
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
首
肯
さ
れ
よ
う
。

た
だ
、
「
東
北
諸
藩
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
（
緩
や
か
な
共
通
点
）
に
興

味
を
も
つ
評
者
の
関
心
と
し
て
、
一
度
は
奥
羽
列
藩
同
盟
と
し
て
奥
羽
諸
藩
が
ま
と

ま
っ
た
事
実
と
、
そ
の
た
め
に
仙
台
藩
が
「
そ
の
地
理
的
・
歴
史
的
背
景
か
ら
東
方

の
大
藩
と
し
て
、
奥
州
・
奥
羽
の
管
領
あ
る
い
は
征
夷
大
将
軍
と
し
て
軍
事
指
揮
権

を
有
す
る
職
掌
の
後
継
者
と
い
う
自
認
識
」
（
難
波
信
雄
「
大
藩
の
選
択
―
仙
台
藩

の
明
治
維
新
―
」
『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
七
号
、
二
〇
〇

五
年
、
三
五
頁
）
か
ら
結
集
の
核
と
な
り
、
奥
羽
諸
藩
も
そ
う
し
た
立
場
を
容
認
し

て
い
た
観
が
あ
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
古
代
以
来
の
国
郡
制
の
枠
組
み
に
よ
る
結

集
と
、
仙
台
藩
伊
達
氏
の
近
世
に
お
い
て
封
印
さ
れ
て
き
た
中
世
に
起
源
を
も
つ
自

己
認
識
の
開
放
は
、
天
皇
権
威
が
浮
上
す
る
幕
末
維
新
期
と
い
う
時
代
背
景
に
も
求

め
ら
れ
よ
う
が
、
奥
羽
の
大
名
の
「
奥
羽
」
認
識
や
仙
台
藩
伊
達
氏
に
対
す
る
認
識

と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
探
る
の
も
、
戊
辰
戦
争
時
の
諸
藩
の
対
処
の
在
り
方
を
考
え
る

上
で
論
点
の
ひ
と
つ
と
な
り
そ
う
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
Ⅱ
「
北
奥
羽
の
社
会
と
民
衆
」
に
つ
い
て
。
そ
の
概
要
を
示
す
と
、
第
一

章
「
慶
長
・
元
和
期
に
お
け
る
出
羽
国
の
社
会
状
況
―
山
落
・
盗
賊
・
悪
党
の
横
行

と
取
締
り
―
」、
第
二
章
「
溜
池
を
め
ぐ
る
近
世
都
市
と
民
衆
」、
第
三
章
「
後
期
弘

前
藩
政
と
民
衆
」
、
第
四
章
「
後
期
出
羽
国
由
利
郡
の
都
市
民
衆
―
町
場
の
生
活
と

祭
礼
―
」
と
も
に
、
主
眼
を
奥
羽
の
領
主
層
に
据
え
た
Ⅰ
と
は
異
な
り
、
北
奥
羽
に

生
き
た
民
衆
の
姿
を
中
心
に
、
藩
権
力
と
の
関
わ
り
に
も
触
れ
て
描
い
た
論
稿
を
収

め
て
い
る
。
時
代
は
江
戸
時
代
全
体
を
網
羅
し
、
対
象
と
す
る
地
域
も
描
か
れ
る

人
々
も
多
彩
で
、
興
味
に
富
む
内
容
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
慶
長
一
四
年
に
出
羽
国
由
利
郡
笹
子
で
越
後
国
「
金
鑿
衆
」
が
大

量
に
殺
害
さ
れ
た
事
件
に
着
目
し
、
こ
の
一
件
が
、
銀
の
産
出
に
沸
く
な
か
、
関
ケ

原
合
戦
で
敗
れ
た
諸
国
の
浪
人
や
あ
ぶ
れ
者
な
ど
が
銀
山
を
往
来
す
る
堀
子
を
ね

ら
っ
て
入
り
込
み
、
治
安
や
社
会
秩
序
が
不
安
定
だ
っ
た
当
時
の
出
羽
国
の
状
況
を

如
実
に
反
映
す
る
事
件
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
大
名
の
統
治
支
配
権
力

が
強
力
に
な
る
な
か
、
大
量
殺
人
も
辞
さ
な
い
行
動
を
と
る
「
山
落
」・
「
盗
賊
」
た

ち
が
史
料
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
時
代
の
転
換
を
読
み
取
る
。

第
二
章
で
は
、
弘
前
城
下
近
郊
の
南
溜
池
を
取
り
上
げ
、
南
溜
池
が
、
①
藩
主
や

民
衆
の
「
景
勝
の
地
・
憩
い
の
地
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
②
殺
生
が
禁
じ
ら
れ
雨
乞

い
の
祈
祷
が
行
わ
れ
る
「
宗
教
的
な
場
」
、
そ
れ
と
は
対
照
に
、
③
塵
芥
投
棄
や
投

身
自
殺
の
場
で
も
あ
っ
た
と
し
、
特
に
③
と
し
て
の
南
溜
池
は
、
当
時
、
北
奥
羽
地

方
が
、
気
候
の
寒
冷
化
と
慢
性
的
な
不
作
・
凶
作
に
よ
っ
て
農
村
荒
廃
が
進
行
し
、

都
市
へ
農
民
が
大
量
流
入
し
て
都
市
問
題
が
発
生
し
て
い
た
状
況
を
象
徴
し
て
い
る

と
指
摘
す
る
。

第
三
章
で
は
、
近
世
後
期
、
大
地
震
や
大
火
災
、
大
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
混
迷
す

る
弘
前
藩
の
状
況
と
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
、
た
く
ま
し
く
、
そ
し
て
、
し
た
た
か

に
生
き
る
民
衆
と
有
力
商
人
の
姿
を
描
き
、
第
四
章
で
は
、
本
荘
藩
の
城
下
町
本
荘

の
都
市
民
衆
の
生
活
実
態
の
諸
相
や
、
生
活
を
脅
か
す
災
害
・
飢
饉
と
そ
れ
へ
の
藩

の
対
応
な
ど
を
描
く
。

Ⅱ
に
つ
い
て
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
、
第
一
・
二
章
は
、
Ⅰ
第
二
章
と
と

も
に
、
北
奥
羽
の
状
況
と
同
時
に
時
代
の
転
換
を
も
描
く
素
材
の
着
眼
点
が
著
者
な

ら
で
は
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
新
た
に
独
自
の
歴
史
像
を
構
築
し
て
い

こ
う
と
す
る
方
々
に
は
、
特
に
参
考
と
な
ろ
う
。
第
二
～
四
章
で
は
、
景
観
や
都
市
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問
題
、
最
近
頻
発
し
て
い
る
洪
水
・
地
震
な
ど
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
素
材
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
特
に
第
二
章
で
は
、
都
市
や
経
済
が
発
展
す
る
一
方
で
、
地
方
が
疲

弊
し
、
ゴ
ミ
問
題
な
ど
の
都
市
問
題
が
深
刻
化
し
、
生
活
弱
者
の
自
殺
が
増
加
し
て

い
る
今
日
の
状
況
に
も
重
な
る
部
分
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
近
世
社
会
の
事
例
と
い

う
枠
を
越
え
て
、
身
近
な
問
題
と
引
き
付
け
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

「
歴
史
か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
好
論
で
、
読
者
の
興
味
を

引
く
こ
と
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
Ⅲ
「
北
奥
羽
に
関
す
る
各
論
―
史
料
・
鉱
山
―
」
に
つ
い
て
。
第
一
章

「
盛
岡
藩
五
代
藩
主
南
部
行
信
の
死
去
を
め
ぐ
る
文
書
と
記
録
」
で
は
、
江
戸
時
代

に
お
け
る
情
報
収
集
活
動
の
困
難
さ
と
そ
れ
に
と
も
な
う
緊
張
を
史
料
か
ら
読
み
取

り
、
第
二
章
「
弘
前
藩
四
代
藩
主
津
軽
信
政
の
花
押
と
印
判
」
で
は
、
弘
前
藩
主
津

軽
信
政
の
花
押
と
印
判
の
変
化
か
ら
信
政
の
人
柄
や
政
治
的
立
場
の
変
化
を
読
み
解

く
。
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
史
料
と
格
闘
す
る
方
々
に
は
、
Ⅰ
第
三
章
と
と
も
に
、
文

字
以
外
か
ら
も
情
報
を
引
き
出
し
、
新
た
な
論
点
を
み
つ
け
る
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ

取
っ
て
ほ
し
い
。
評
者
の
古
文
書
学
の
講
義
で
も
、
文
書
の
折
り
畳
み
方
を
体
験
さ

せ
た
り
、
書
札
礼
の
違
い
な
ど
に
言
及
し
た
り
す
る
と
、
文
字
の
解
読
に
四
苦
八
苦

す
る
学
生
も
、
古
文
書
の
魅
力
に
目
を
輝
か
せ
る
。
第
三
章
「
近
世
初
期
津
軽
領
の

鉱
山
開
発
構
想
」
と
第
四
章
「
泉
屋
又
三
郎
と
陸
奥
国
尾
太
鉱
山
」
は
、
近
年
、
著

者
が
精
力
的
に
研
究
を
進
め
て
い
る
鉱
山
研
究
の
成
果
の
一
端
で
あ
る
。
著
者
に
よ

る
弘
前
藩
の
鉱
山
研
究
の
蓄
積
が
、
国
内
有
数
の
鉱
山
を
抱
え
る
北
奥
羽
の
隣
藩
で

あ
る
盛
岡
・
秋
田
両
藩
の
鉱
山
研
究
を
牽
引
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

以
上
、
評
者
の
思
い
の
ま
ま
に
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
の
魅
力
、
活
用
し
て
い
た

だ
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
こ
こ
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
は
、
評
者
の
力
量
不
足
と
紙

幅
の
関
係
か
ら
、
ほ
ん
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
ず
、
ま
だ
ま
だ
読
み
込
む
ご
と
に
新
た

な
発
見
が
あ
ろ
う
。
こ
の
紹
介
を
手
が
か
り
に
、
読
者
一
人
ひ
と
り
が
さ
ら
に
本
書

の
魅
力
を
引
き
出
し
、
長
く
愛
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(

四
六
判
、
二
五
三
頁
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
二
月
刊
、
二
四
〇
〇
円
＋
税)

（
か
ね
ひ
ら
・
け
ん
じ

東
北
学
院
大
学
・
盛
岡
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


