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書

評

木
村
俊
道
著
『
文
明
の
作
法
｜
｜
初
期
近
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
お
け
る
政
治
と
社
交
｜
｜
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一

〇
年
）

関

口

正

司

本
書
は
、
著
者
の
木
村
俊
道
氏
が
九
州
大
学
法
学
部
に
助
教
授
（
准

教
授
）
と
し
て
赴
任
後
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
、

『
政
治
研
究
』
や
『
法
政
研
究
』
に
発
表
し
た
論
文
に
加
筆
修
正
を
行

な
っ
て
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
論
文
を
元
に
し
た
前
著

『
顧
問
官
の
政
治
学
｜
｜
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
と
ル
ネ
サ
ン
ス
期

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
』（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
三
年
）か
ら
、
わ
ず
か
七
年
で
の

刊
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
け
っ
し
て
小
手
先
の
早
業
で
は
な
い
。
著
者

は
文
脈
を
重
視
す
る
思
想
史
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
各
章
末

の
中
や
巻
末
の
文
献
目
録
に
掲
げ
ら
れ
た
参
照
文
献
の
分
量
は
気
が
遠

く
な
る
ほ
ど
膨
大
に
な
っ
て
い
る
。間
違
い
な
く
本
格
的
研
究
で
あ
る
。

研
究
以
外
の
様
々
な
負
担
が
増
大
し
て
い
く
中
で
の
労
苦
は
、
想
像
に

あ
ま
り
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
は
、
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
も
う
ひ
と
つ
の
博
士
論
文
」
を
書
く
心
構
え
で
粘
り
強
く
取
り
組

ん
だ
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
研
究
姿
勢
が
見
事
に
開
花
し
た
成
果
で
あ

る
。本

書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
はciv

ility

で
あ
る
。
礼
儀
や
作
法
と
も
訳
す

こ
と
の
で
き
る
こ
の
語
は
、
本
書
で
は
、
安
定
的
な
政
治
運
営
や
外
交

に
不
可
欠
な
行
為
の
「
型
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
政
治

社
会
の
存
続
に
は
、
秩
序
そ
の
も
の
を
破
壊
し
か
ね
な
い
激
し
い
暴
力

的
な
対
立
の
抑
制
が
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
し
、
暴
力
に
つ
な
が
る
衝

動
や
感
情
を
、
権
力
を
絶
え
ず
直
接
的
に
行
使
し
て
抑
え
込
む
こ
と
は

難
し
く
、
か
え
っ
て
逆
効
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
必
要
と
さ
れ
る
の

は
、
む
し
ろ
、
治
者
と
被
治
者
の
双
方
に
、
共
存
の
た
め
の
行
為
の「
型
」

が
習
慣
と
し
て
身
に
付
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
型
」
が

い
わ
ば
作
法
と
し
て
社
会
的
に
定
着
す
る
こ
と
で
、
当
該
政
治
社
会
に

と
っ
て
必
須
の
文
化
資
本
が
確
立
す
る
と
も
言
え
る
。こ
れ
はciv

il

と

形
容
で
き
る
社
会
状
態
で
あ
り
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
後
半
に

登
場
す
るciv

iliza
tio
n

と
い
う
語
以
上
に
、「
文
明
」
と
い
う
訳
語
を

当
て
る
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
状
態
で
も
あ
る
。要
す
る
に
、civ

ility

は
、

本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る「
文
明
の
作
法
」そ
の
も
の
を
指
す
、
と
言
っ
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て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
序
章
と
終
章
を
含
め
、
全
部
で
八
つ
の
章
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
序
章
「
失
わ
れ
た

文
明

」
は
、「
文
明
の
作
法
」
と
い
う
視

座
設
定
を
総
論
的
に
説
明
し
た
上
で
、
こ
の
視
座
設
定
が
従
来
の
政
治

思
想
史
研
究
に
お
け
る
盲
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
、
本
書
の
意
義

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
一
章
「
宮
廷
の
政
治
学
」
で
は
、
前
著
『
顧

問
官
の
政
治
学
』
の
関
心
を
継
承
し
て
、
初
期
近
代
と
り
わ
け
当
時
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宮
廷
が
注
目
さ
れ
、
宮
廷
が
「
文
明
の
作
法
」
の
発

信
源
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
思
想
史
的

見
地
か
ら
は
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
に
至
る
「
文
明
の
作
法
」

を
基
調
と
し
た
「
宮
廷
の
政
治
学
」
の
持
続
的
展
開
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
第
二
章
「
作
法
書
の
世
界
」
で
は
、「
文
明
の
作
法
」
が
身
体
的
に

習
得
さ
れ
る
実
践
知
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
に
、
先
進
文
明
国
で

あ
る
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
の
作
法
書
が
後
進
国
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
著
者
に

よ
れ
ば
、
作
法
書
は
あ
く
ま
で
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
身
体
的
訓
練

に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
作
法
の
身
体
的
習
得
の
重
要
な

機
会
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
、
第
三
章
「
政
治
教
育
と
し
て
の
大
陸

旅
行
」
で
は
、
大
陸
旅
行
の
実
践
と
そ
れ
に
関
す
る
言
説
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。

第
四
章
「
外
交
の
作
法
」、
第
五
章
「
文
明
化
さ
れ
た
共
和
国
」
で
は
、

政
治
に
関
す
る
現
実
と
理
論
の
世
界
が
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
第
四
章
で
は
、
外
交
を
表
わ
す
の
にd

ip
lo
m
a
cy

と
い
う
一
八
世

紀
後
半
か
ら
の
用
語
で
は
な
く
、neg

o
tia
tio
n

と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

て
い
た
一
八
世
紀
前
半
ま
で
の
時
期
を
対
象
に
、
こ
の
時
期
の
交
渉
と

作
法
と
の
密
接
な
関
連
が
丹
念
に
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
を

大
き
く
損
ね
た
の
が
、
本
書
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
到
来
を
告
げ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
る
。
こ
の
見
方

を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
第
五
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
先
だ
っ
て
、
一

七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
登
場
し
て
い
た
共
和
主
義
の
言
説
に
立
ち

戻
っ
て
い
る
。
考
察
の
中
心
的
対
象
は
ハ
リ
ン
ト
ン
で
あ
る
。
宮
廷
の

作
法
に
親
し
み
、
君
主（
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
）を
敬
愛
し
て
止
ま
な
か
っ

た
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
主
著
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
で
共
和
制
を
論
じ
た

際
の
中
心
的
関
心
は
、
本
書
に
よ
れ
ば
、
共
和
制
と
必
ず
し
も
親
和
的

で
は
な
い
「
文
明
の
作
法
」
を
、
共
和
制
に
取
り
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
。

第
六
章
「
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の

世
界

」
は
、
一
八
世
紀
前

半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
、
政
治
家
・
著
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
チ
ェ
ス

タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
チ
ェ
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ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
作
法
論
は
、当
初
は
名
声
を
獲
得
し
な
が
ら
も
、

一
八
世
紀
後
半
に
は
戯
画
化
を
経
て
忘
却
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、「
文
明

の
作
法
」
を
め
ぐ
る
言
説
の
ピ
ー
ク
と
そ
の
凋
落
の
始
ま
り
を
象
徴
し

て
い
る
。
終
章
「

文
明

の
転
位
」
は
、
こ
う
し
た
戯
画
化
と
忘
却
が

始
ま
っ
た
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
時
代
を
、「
文
明
の
作
法
」と
い
う
統

治
の
ツ
ー
ル
が
失
わ
れ
る
と
と
も
に
、
む
き
出
し
の
暴
力
や
感
情
、
利

益
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
個
人
と
大
衆
が
前
面
に
登
場
し
て
く
る
過
程
と

し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
は
、「

文
明
の
作
法

の
思
想

史
は
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
実
は
、
そ
れ

ら
を
支
え
る
一
つ
の
文
明
の
基
盤
が
損
な
わ
れ
、
忘
却
さ
れ
る
過
程
で

新
た
に
登
場
し
て
き
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
語
り
伝
え
て
く
れ
る
」

（
二
六
七
頁
）
と
述
べ
て
、
本
書
を
結
ん
で
い
る
。

以
上
紹
介
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
政
治
思
想
史
の
従
来
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
対
す
る
大
胆
な
挑
戦
と
な
っ
て
お
り
、
国
内
外
い
ず
れ

の
観
点
か
ら
見
て
も
、
独
創
的
な
力
作
と
評
価
で
き
る
。
た
だ
し
、
注

意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
本
書
は
、
人
文
主
義
の
伝
統
を
、
宮
廷
政
治
学

系
列
と
共
和
主
義
系
列
に
二
分
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
本
書
の

立
論
自
体
と
不
可
分
な
見
方
で
あ
る
に
せ
よ
、
他
の
視
座
設
定
の
可
能

性
や
意
義
を
排
除
す
る
も
の
と
受
け
と
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
本
書
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
「
キ
リ
ス

ト
教
人
文
主
義
」
の
系
譜
に
注
目
す
る
視
座
か
ら
は
、
ト
マ
ス
・
モ
ア

や
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ヒ
ュ
ー
ム
を
同
系
列
に
扱
う
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
宗
教
性
を
帯
び
た
自
由
意
思
論
の
系
列
と
し
て
、

エ
ラ
ス
ム
ス
か
ら
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
経
て
、二
〇
世
紀
の
文
脈
でciv

ility

を
正
面
か
ら
論
じ
た
リ
ッ
プ
マ
ン
に
至
る
ラ
イ
ン
が
浮
か
ん
で
き
そ
う

で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
宗
教
的
超
越
と
「
文
明
の
作
法
」
と
い

う
、
も
う
一
つ
の
新
た
な
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
忘
れ
ら
れ
た
）
論
題
を

提
起
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
政
治
思
想
史
研
究
に
対
し
本
書
が
重
要
な
貢
献
を
な
し

て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
本
書
は
、
主
権
的
国
民
国
家
の
構
成
原

理
と
し
て
社
会
契
約
説
に
注
目
す
る
政
治
思
想
史
や
、
そ
れ
へ
の
批
判

も
含
意
し
つ
つ
登
場
し
て
き
た
共
和
主
義
を
主
軸
に
据
え
た
政
治
思
想

研
究
の
い
ず
れ
も
に
お
い
て
も
、
統
治
の
技
術
と
そ
れ
を
支
え
る
ハ
ビ

ト
ゥ
ス
へ
の
関
心
が
薄
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を

深
刻
な
盲
点
と
し
て
自
覚
し
な
い
政
治
思
想
史
は
、
狭
い
政
治
理
解
を

前
提
と
し
た
政
治
思
想
史
に
な
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
警
告
と
受
け

取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
他
に
類
例
を
ほ
と
ん
ど
見
な
い
ほ

ど
多
様
で
膨
大
な
文
献
資
料
を
駆
使
し
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
歴
史
叙
述
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に
徹
し
た
思
想
史
の
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
近
現
代
に
お
け

る
政
治
理
解
の
問
題
点
と
い
う
政
治
哲
学
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で

い
る
点
で
も
、
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
以
上
（
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
、
今
日
の
知
的
思
想
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
そ
う
読
み
取
ら
れ
る

の
が
避
け
ら
れ
な
い
以
上
）、
最
後
に
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
著
者
は
思

想
史
家
と
し
て
現
代
政
治
へ
の
言
及
に
は
禁
欲
的
で
あ
る
が
、
今
後
は

政
治
学
者
の
一
人
と
し
て
、
現
代
（
そ
し
て
未
来
）
と
の
関
連
性
を
め

ぐ
る
思
索
に
少
し
は
踏
み
込
ん
で
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
貴

族
的
な
「
文
明
の
作
法
」
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
は
歴
史
的
事
実
で
あ

る
と
し
て
も
、
そ
の
失
わ
れ
た
も
の
だ
け
に
「
文
明
の
作
法
」
は
尽
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
歴
史
的
事
実
を
遺
憾
に
思
い
慨

嘆
す
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
枠

組
に
囚
わ
れ
な
い
視
点
か
ら
見
て
、
市
民
の
側
か
ら
の「
文
明
の
作
法
」

へ
の
接
近
可
能
性
や
そ
れ
を
促
す
歴
史
的
資
源
や
ソ
シ
ア
ル
キ
ャ
ピ
タ

ル
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
地
域
社
会
で
は
ど
う
か
。
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界

で
は
ど
う
か
。
日
本
に
目
を
移
せ
ば
、
江
戸
百
万
都
市
や
高
度
な
文
化

水
準
を
持
つ
地
方
都
市
の
伝
統
の
中
で
、
何
か
有
意
義
な
も
の
は
残
っ

て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
を
読
ん
で
い
る
と
刺
激
さ
れ
て
、
こ
う

し
た
問
い
が
次
々
に
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
思
想
家
の
多
く
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
同
様
の
性
格

の
問
い
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
今
日
的
文
脈
に
お
け

る
そ
う
し
た
切
実
な
問
い
に
つ
い
て
、
著
者
が
思
想
史
家
な
ら
で
は
の

独
特
の
視
座
か
ら
探
究
を
試
み
る
こ
と
に
も
、
大
い
に
期
待
し
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

【
補
足
】
本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
多
く
の
書
評
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

参
考
ま
で
に
以
下
に
列
挙
し
て
お
く
。

・
辻
康
夫
「
初
期
近
代
政
治
思
想
に
お
け
る
「
作
法
」
の
再
評
価
」『
政
治
思

想
研
究
』（
政
治
思
想
学
会
）
第
一
一
号
（
二
〇
一
一
年
）、
五
〇
四
｜
五
〇

五
頁
。

・
犬
塚
元
「
制
度
・
型
・
作
法
｜
｜
木
村
俊
道
『
文
明
の
作
法
｜
｜
初
期
近
代

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
と
社
交
』（
二
〇
一
〇
）を
読
む
」（
第
三
五

回
社
会
思
想
史
学
会
（
二
〇
一
〇
年
）
で
の
報
告h

ttp
: //w

w
w
.la
w
.to
h
o
-

k
u
.a
c.jp

/
in
u
zu
k
a
/101024sh

st.p
d
f

）。

・
犬
塚
元
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』（
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
）
第
三
四
号
（
二

〇
一
一
年
）、
七
一
｜
七
三
頁
。

・
井
柳
美
紀
『
年
報
政
治
学
二
〇
一
一
・
Ⅰ
』（
日
本
政
治
学
会
）（
二
〇
一
一

年
）、
二
九
七
｜
二
九
九
頁
。

・
葛
谷
彩
『
比
較
文
明
』（
比
較
文
明
学
会
）
第
二
七
号
（
二
〇
一
一
年
）、
一

七
一
｜
一
七
三
頁
。
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・
白
川
俊
介
『
政
治
研
究
』（
九
州
大
学
政
治
研
究
会
）
第
五
八
号
（
二
〇
一

一
年
）、
一
八
一
｜
一
八
三
頁
（「
紹
介
」
の
記
事
）。
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