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紹
介
と
批
評

今
宮
　
新
著

『
初
期
日
独
通
交
史
の
研
究
』

　
最
初
に
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
い
ぎ
さ
つ
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
著
者
今
宮
教

授
は
慶
鷹
義
塾
大
学
文
学
部
史
学
科
を
大
正
一
一
年
に
卒
業
さ
れ
予
科
教
員
時

代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
の
機
会
を
得
ら
れ
た
．
専
攻
は
国
史
で
あ
つ
た
か
ら
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
の
研
究
テ
ー
マ
は
「
史
学
研
究
法
」
で
あ
つ
た
と
い
う
。
し
か

し
、
幸
田
成
友
博
士
の
日
欧
通
交
史
の
手
法
に
共
鳴
を
覚
え
た
著
者
は
、
ベ
ル
リ

ン
郊
外
の
ダ
ー
レ
ム
に
あ
る
プ
ロ
シ
ャ
古
文
書
館
に
通
い
、
幕
末
・
維
新
期
の

日
本
関
係
の
文
書
を
漁
つ
た
の
で
あ
る
．
著
者
が
古
文
書
館
で
史
料
と
取
組
ん

で
居
ら
れ
た
時
あ
た
か
も
一
九
三
二
年
と
い
え
ば
、
極
東
に
お
い
て
は
満
州
事

変
が
拡
大
し
て
居
り
当
の
ド
イ
ッ
で
は
ナ
チ
ス
の
拾
頭
が
見
ら
れ
た
際
で
、
古

文
書
館
で
史
料
を
閲
覧
す
る
目
本
か
ら
の
歴
史
学
者
に
も
警
察
の
目
が
光
つ
て

い
た
り
、
旅
行
か
ら
帰
る
と
文
書
の
閲
読
を
手
伝
つ
て
く
れ
て
い
た
ド
イ
ッ
人

女
性
が
や
め
て
し
ま
つ
て
い
る
と
い
つ
た
こ
と
に
も
出
合
う
。
そ
の
折
筆
写
し

た
り
、
写
真
に
撮
つ
た
資
料
は
日
本
に
持
ち
帰
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
今
宮
教

授
ご
自
身
が
本
来
の
専
攻
で
あ
る
「
日
本
の
内
政
史
」
研
究
へ
回
帰
さ
れ
た
こ
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と
、
学
校
行
政
へ
の
参
加
に
よ
る
多
忙
等
で
そ
れ
を
生
か
す
チ
ャ
γ
ス
が
得
ら

れ
ず
、
史
料
は
書
斉
の
一
隅
の
ト
ラ
ン
ク
の
中
に
眠
り
そ
れ
を
利
用
し
て
寸
暇

を
得
た
折
に
書
か
れ
た
原
稿
も
筐
底
に
投
げ
こ
ま
れ
た
ま
ま
昭
和
三
六
年
を
迎

え
る
．
昭
和
三
六
年
は
目
独
修
好
記
念
一
〇
〇
年
に
あ
た
り
、
記
念
式
典
、
展

覧
会
な
ど
が
開
催
さ
れ
た
．
こ
の
催
し
に
刺
激
さ
れ
た
著
者
は
、
古
い
原
稿
を

取
り
出
し
、
そ
れ
に
手
を
入
れ
て
陽
の
目
を
あ
て
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
す
る
．

そ
の
決
意
が
今
日
こ
の
よ
う
な
形
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
提
示
さ
れ
る
よ
う
な
書

物
の
形
に
な
つ
た
こ
と
を
ま
ず
お
慶
び
し
た
い
。

二

　
本
書
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
全
体
は
三
編
に
分
れ
、
第
一
編
「
序
論
」
で
は
、
本
書
で
取
扱
わ
れ
る
研
究
の

範
囲
と
研
究
資
料
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
．
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
と
プ
ロ
シ

ア
の
国
交
は
一
八
六
〇
年
（
万
延
元
年
）
の
日
普
修
交
通
商
条
約
締
結
に
よ
つ
て

開
始
さ
れ
る
が
、
本
書
は
一
八
五
三
年
（
嘉
永
六
年
）
ま
た
は
一
八
五
四
年
（
安
政

元
年
）
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
の

開
国
が
、
プ
ロ
シ
ア
の
ア
ジ
ア
ヘ
の
関
心
を
惹
き
、
プ
ロ
シ
ャ
政
府
内
部
に
ア

ジ
ア
諸
国
へ
使
節
派
遣
を
決
意
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
．
そ

し
て
本
研
究
は
、
日
本
の
開
国
の
時
期
に
始
ま
り
、
幕
末
ま
で
を
フ
ォ
ロ
ー
す

る
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
そ
れ
を
三
期
に
区
別
す
る
．
す
な
わ
ち
、
第
一
期
、

日
本
開
国
の
時
期
、
第
二
期
、
日
普
条
約
締
結
の
時
期
、
第
三
期
、
日
本
使
節
派
遣

の
時
期
で
あ
る
．
そ
し
て
各
々
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
期
建
日
米
和
親

条
約
に
続
く
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
和
親
条
約
の
締
結
に



よ
つ
て
、
プ
ロ
シ
ャ
政
府
が
日
本
へ
の
関
心
を
次
第
に
高
め
、
さ
ら
に
一
八
五

八
年
日
本
が
列
国
と
通
商
条
約
を
篇
結
す
る
と
、
プ
ロ
シ
ャ
政
府
ば
、
ア
ジ
ア

諸
国
特
に
日
本
、
中
国
と
の
条
約
締
結
の
決
意
を
確
定
的
に
す
る
．
す
な
わ
ち

日
普
通
交
の
準
備
時
代
で
あ
る
．
第
二
期
は
、
一
八
五
九
年
か
ら
同
六
一
年
の

三
年
半
に
亙
る
時
期
で
あ
つ
て
、
プ
ロ
シ
ャ
政
府
が
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
伯
を
使

節
と
す
る
東
亜
諸
国
へ
の
派
遣
隊
を
編
成
し
て
日
本
へ
送
り
、
日
普
修
好
通
商

条
約
を
締
結
す
る
す
な
わ
ち
両
国
国
交
の
正
式
に
開
始
さ
れ
た
時
期
を
扱
つ
て

い
る
。
第
三
期
は
、
一
八
六
一
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
、
目
本
の
遣
欧
使
節
が

開
市
、
開
港
延
期
の
た
め
、
プ
ロ
シ
ャ
を
訪
問
し
た
こ
と
が
、
そ
の
中
心
課
題

と
な
る
。

　
研
究
資
料
の
紹
介
で
は
、
日
本
に
お
け
る
研
究
資
料
と
ド
イ
ッ
に
お
け
る
研

究
資
料
に
わ
け
、
さ
ら
に
日
本
の
部
に
つ
い
て
は
、
一
、
外
交
文
書
を
主
と
す

る
資
料
、
二
、
遣
欧
使
節
を
中
心
と
す
る
資
料
、
三
、
外
国
書
の
資
料
で
翻
訳

さ
れ
た
も
の
、
四
、
総
合
的
研
究
に
よ
る
著
作
お
よ
び
論
文
、
に
分
け
て
紹
介

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
研
究
者
の
関
心
が
ド
イ
ッ
に
関
し
て

は
極
め
て
薄
い
こ
と
が
そ
こ
か
ら
も
は
つ
き
り
と
解
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

総
合
的
研
究
に
よ
る
著
作
お
よ
び
論
文
中
見
る
べ
き
も
の
は
文
部
省
維
新
史
料

編
纂
官
で
あ
つ
た
丸
山
国
雄
氏
の
も
の
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な
い
と

い
つ
て
よ
い
．
ま
た
ド
イ
ッ
に
お
け
る
研
究
資
料
に
つ
い
て
は
、
一
、
公
刊
書

お
よ
び
雑
誌
論
文
、
二
、
プ
ロ
シ
ャ
古
文
書
館
貯
蔵
文
書
の
順
に
紹
介
が
な
さ

れ
、
著
者
が
利
用
し
た
プ
ロ
シ
ャ
古
文
書
館
貯
蔵
文
書
に
つ
い
て
は
、
先
の
研

究
範
囲
で
示
し
た
三
期
に
分
け
て
、
紹
介
と
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
．

　
第
二
編
「
本
編
」
は
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
三
期
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
第
一

　
　
　
紹
介
と
批
評

章
「
我
国
の
開
国
と
プ
揖
シ
ャ
の
動
向
」
、
第
二
章
「
日
普
条
約
締
結
の
研
究
」
、

第
三
章
「
プ
ロ
シ
ャ
に
お
け
る
文
久
遣
欧
使
節
の
研
究
」
と
し
て
展
開
さ
卸
て

い
る
が
、
そ
れ
を
順
次
紹
介
し
て
問
題
点
を
探
つ
て
い
き
た
い
．

　
ま
ず
第
一
章
は
、
日
米
和
親
条
結
の
締
結
と
そ
れ
に
プ
ロ
シ
ャ
が
ど
う
影
響

さ
れ
た
か
か
ら
始
ま
る
．
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
開
国
の
知
ら
せ
は
、
北
欧
の

一
国
・
プ
ロ
シ
ャ
政
府
当
局
の
関
心
を
呼
び
起
し
た
。
そ
し
て
日
米
和
親
条
約

締
結
後
半
年
目
に
あ
た
る
一
八
五
四
年
八
月
、
プ
ロ
シ
ャ
外
務
省
は
、
イ
ギ
リ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
各
国
の
駐
在
使
節
に
対
し
、
日
本
と
そ
れ
ら
の
各
国

と
の
関
係
、
お
よ
び
条
約
締
結
に
つ
い
て
各
国
政
府
の
意
見
を
聴
取
し
、
ま
た

日
本
と
の
条
約
締
結
は
、
プ
ロ
シ
ャ
に
と
っ
て
通
商
上
の
利
益
と
な
り
う
る
か

ど
う
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
ま
た
広
東
の
領
事
に
対
し
て
も
日

本
条
約
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
て
い
る
。
本
書
で
は
、
ロ
ン
ド

ン
、
ハ
ー
グ
、
お
よ
び
ボ
ン
の
駐
在
使
節
か
ら
の
報
告
に
つ
い
て
紹
介
が
あ

る
．
こ
の
よ
う
に
し
て
プ
ロ
シ
ャ
外
務
省
は
、
日
本
と
の
条
約
締
結
に
つ
い
て

協
議
を
行
い
、
英
仏
に
く
ら
べ
て
不
利
な
地
位
に
あ
る
プ
ロ
シ
ャ
と
し
て
は
、

ア
メ
リ
カ
を
仲
介
と
し
て
、
日
本
と
の
条
約
を
締
結
し
よ
う
と
考
え
た
．
た
だ

こ
の
安
政
元
年
の
時
点
で
、
プ
ロ
シ
ャ
が
日
本
に
対
す
る
使
節
派
遣
計
画
を
放

棄
し
た
の
は
プ
ロ
シ
ャ
海
軍
力
の
勢
力
が
極
め
て
微
弱
で
あ
つ
た
と
い
う
理
由

に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
．
一
方
当
時
ド
イ
ッ
国
内
に
お
い
て

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
国
進
出
に
よ
る
刺
激
、
ま
た
ロ
シ
ア
経
由
で
中
国
の
市
場

に
輸
出
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ッ
産
品
が
、
ロ
シ
ア
の
積
極
的
な
東
方
進
出
に
よ
つ

て
、
そ
の
販
路
を
断
た
れ
る
情
勢
か
ら
こ
れ
を
打
開
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と

に
加
え
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
居
住
し
て
商
業
に
従
事
し
て
い
る
ド
イ
ッ
人
か
ら
、
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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〇
三
五
）
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イ
ッ
の
外
交
上
の
代
表
機
関
を
設
立
せ
よ
と
い
う
つ
ぎ
上
げ
に
よ
つ
て
プ
ロ
シ

ャ
海
軍
が
微
弱
で
、
使
節
派
遣
は
一
時
的
に
は
中
止
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
と

は
い
え
、
遠
征
計
画
自
体
は
放
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
そ
の
実
施
を
期

し
て
、
プ
ロ
シ
ャ
が
外
務
省
を
中
心
に
対
策
を
た
て
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
リ
ュ
ー
ド
ル
フ
と
称
す
る
ド
イ
ッ
の
商
人
が
ア
メ
リ

カ
の
保
護
の
下
に
東
洋
貿
易
に
従
事
し
、
日
本
と
の
通
商
を
希
望
し
て
、
自
ら

プ
ロ
シ
ャ
の
代
表
と
称
し
て
日
本
と
の
和
親
通
商
開
始
を
希
望
し
、
交
渉
し
た

こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
リ
ュ
ー
ド
ル
フ
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
田
辺

太
一
『
幕
末
外
交
談
』
勝
海
舟
『
開
国
起
源
』
に
は
プ
β
シ
ャ
政
府
の
内
意
を

受
け
て
来
日
し
た
士
官
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
宮
教
授
は
、
プ
ロ
シ
ャ
側
の
日

本
関
係
文
書
類
に
、
リ
ュ
ー
ド
ル
フ
お
よ
び
条
約
締
結
事
件
に
言
及
し
た
も
の

が
発
見
さ
れ
ず
、
か
つ
海
軍
当
局
の
拒
絶
に
よ
つ
て
使
節
派
遣
を
中
止
し
て
い

た
と
い
う
点
か
ら
、
リ
ュ
ー
ド
ル
フ
は
、
一
介
の
ド
イ
ッ
商
人
に
す
ぎ
な
い
と

し
て
そ
の
誤
り
を
訂
正
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
対
目
使
節
派
遣
の
機
会
を
海
軍
の
事
情
に
よ
り
延
期
し
て
い

た
プ
・
シ
ャ
に
お
い
て
は
そ
の
後
、
バ
タ
ビ
ア
領
事
等
の
対
日
貿
易
が
有
望
で

あ
る
と
の
報
告
、
ア
ジ
ア
諸
国
で
活
躍
し
て
い
る
ド
イ
ッ
商
人
か
ら
対
日
貿
易

開
拓
の
希
望
に
加
え
て
、
ア
メ
リ
カ
が
ハ
リ
ス
の
努
力
に
よ
つ
て
日
米
通
商
条

約
を
締
結
し
た
と
の
報
は
従
来
の
外
務
省
に
加
え
、
商
務
省
か
ら
も
条
約
締
結

の
希
望
を
強
烈
に
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
遂
に
、
そ
の
主
張
が
軍
令
部
を
動
か

L
て
使
節
派
遣
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
．

　
第
二
章
「
目
普
条
約
締
結
の
研
究
」
で
は
プ
ロ
シ
ャ
側
が
対
日
使
節
派
遣
を

い
か
に
準
備
し
た
か
に
つ
い
て
使
節
の
派
遣
決
定
と
そ
の
変
更
、
さ
ら
に
出
発
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に
分
け
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
準
備
に
あ
た
つ
て
は
、
日
本
の
慣
習
等
に

つ
い
て
の
知
識
が
極
め
て
少
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
日
本
と
の
交
流
が
長
か
つ

た
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
、
日
本
へ
の
贈
り
物
に
い
た
る
ま
で
何
を
持
参
す
べ
き
か
問

い
合
わ
せ
、
か
つ
情
報
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
八
五

九
年
八
月
中
旬
に
至
つ
て
、
遣
日
使
節
派
遣
は
正
式
に
決
定
し
、
そ
れ
に
使
用

す
べ
き
艦
隊
、
使
節
お
よ
び
そ
の
目
的
が
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
特
に
遠

征
の
目
的
を
中
国
、
日
本
、
タ
イ
諸
国
、
お
よ
び
ハ
ワ
イ
と
の
通
商
貿
易
条
約

の
締
結
に
限
定
す
る
こ
と
、
艦
隊
の
航
行
も
こ
の
目
的
以
上
に
出
な
い
こ
と
．

が
正
式
に
決
定
さ
れ
そ
れ
に
沿
つ
て
そ
の
後
数
ヶ
月
に
わ
た
り
、
参
加
人
員
の

選
定
、
そ
の
他
の
準
備
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ

の
問
題
が
発
生
し
た
。
そ
れ
は
使
節
に
予
定
さ
れ
て
い
た
フ
ォ
ン
・
リ
ヒ
ト
フ

ォ
ー
ヘ
ン
男
爵
が
給
与
の
問
題
に
か
ら
ん
で
使
節
を
辞
退
し
、
オ
イ
レ
ソ
ブ
ル

グ
伯
爵
が
こ
れ
に
代
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
で
あ
る
．
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
は
そ

の
後
ア
メ
リ
カ
駐
在
プ
β
シ
ャ
大
使
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
ペ
リ
ー
来
航
の

経
験
か
ら
ペ
リ
ー
の
遠
征
記
、
太
平
洋
の
危
険
地
域
地
図
、
あ
る
い
は
、
日
本

沿
岸
の
地
図
な
ど
を
贈
ら
れ
る
な
ど
多
く
の
援
助
を
う
け
着
々
と
準
備
を
と
と

の
え
た
．
そ
し
て
、
総
支
出
額
三
四
万
三
六
〇
タ
ー
レ
ル
と
い
う
巨
領
の
費
用

を
費
し
て
プ
ロ
シ
ャ
極
東
遠
征
費
に
あ
て
、
い
よ
い
よ
日
本
に
出
発
す
る
こ
と

と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
一
八
六
〇
年
九
月
四
日
の
夕
刻
、
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
一
行
の
塔
乗
し
た
ア
ル

コ
ー
ナ
号
は
そ
の
姿
を
江
戸
湾
に
現
わ
す
が
、
そ
の
情
景
は
使
節
の
私
信
・
日

記
等
を
使
つ
て
極
め
て
迫
力
の
あ
る
描
写
と
し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
極

東
遠
征
艦
隊
は
大
き
な
犠
牲
を
払
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
派
遣



し
た
四
隻
の
軍
艦
の
一
隻
が
日
本
到
着
の
直
前
．
九
月
夜
の
暴
風
雨
に
よ
つ
て

沈
没
す
る
に
到
つ
た
の
で
あ
る
。
は
る
ば
る
行
を
共
に
し
た
僚
船
と
友
人
達
を

そ
の
目
的
地
を
目
前
に
し
て
失
い
、
か
つ
前
途
に
は
条
約
締
結
と
い
う
難
事
業

が
ひ
か
え
て
い
た
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
一
行
の
暗
澹
た
る
心
情
を
充
分
察
し
う
る

と
著
者
は
の
べ
て
い
る
。
さ
て
、
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
の
努
力
と
、
ア
メ
リ
カ
公

使
ハ
リ
ス
の
斡
旋
に
よ
つ
て
当
時
不
穏
な
日
本
の
国
内
情
勢
を
バ
ッ
ク
に
五
ケ

月
に
渡
る
交
渉
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
一
八
六
一
年
一
月
目
普
修
好
通
商
条
約
、

及
び
貿
易
商
程
が
成
立
を
み
る
。
た
だ
こ
の
条
約
の
交
渉
経
過
に
つ
い
て
は
本

書
は
詳
細
に
は
の
べ
て
お
ら
ず
、
こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
プ
ロ
シ
ャ
側
の
資
料

に
よ
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
「
プ
ロ
シ
ャ
に
お
け
る
文
久
遣
欧
使
節
の
研
究
」
は
、
日
本
は
、
米
、

英
、
仏
、
露
、
蘭
五
国
と
条
約
を
締
結
し
た
後
に
プ
ロ
シ
ャ
と
の
条
約
締
結
を
行

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
日
米
条
約
の
締
結
は
、
新
潟
、
兵
庫
、
江
戸
、
大
坂
の
二

都
二
港
開
港
延
期
と
の
交
換
条
件
に
よ
つ
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
幕
府

は
、
そ
の
交
渉
の
た
め
に
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
の
竹
内
一
行

の
遣
欧
使
節
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
の
芳
賀
徹
助
教
授
に
よ
る
研
究
が
あ
る

が
（
芳
賀
徹
『
大
君
の
使
節
－
幕
末
日
本
人
の
西
欧
体
験
』
、
中
公
新
書
、
昭
和
四
三
年
）
、

本
章
は
プ
ロ
シ
ャ
と
の
関
係
に
し
ぼ
つ
て
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
オ
イ
レ
ン
ブ
ル
グ
か
ら
プ
ロ
シ
ャ
政
府
宛
に
竹
内
一
行
が
訪
れ
る
と
の

通
告
、
そ
れ
に
対
す
る
プ
ロ
シ
ャ
政
府
の
準
備
、
使
節
の
ベ
ル
リ
ン
訪
問
が
詳

細
に
描
か
れ
て
い
る
．
ま
ず
、
プ
ロ
シ
ャ
側
と
し
て
は
、
日
本
使
節
の
来
訪
に

先
だ
つ
て
す
で
に
帰
国
し
て
い
た
オ
イ
レ
ソ
ブ
ル
グ
か
ら
の
意
見
書
に
よ
つ
て

準
備
を
整
え
、
か
つ
日
本
使
節
が
訪
れ
る
英
、
仏
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
接
待
礼
儀

　
　
　
紹
介
と
批
評

書
を
取
り
寄
せ
て
準
備
を
整
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
．
そ
し
て
、
日
本
政
府

が
先
に
立
ち
寄
っ
た
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ド
イ
ッ
外
交
官
に

命
じ
て
次
々
に
報
告
を
行
な
わ
せ
、
そ
れ
ら
の
国
と
遜
色
が
な
い
よ
う
に
努
力

し
た
あ
と
が
お
も
し
ろ
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
か
ら

の
報
告
に
よ
る
と
、
日
本
使
節
一
行
の
食
事
に
つ
い
て
は
、
「
彼
等
は
ま
っ
た

く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
食
事
を
と
り
彼
等
の
国
で
用
い
て
い
る
箸
の
代
り
に
ナ
イ

フ
と
フ
ォ
ー
ク
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
、
毎
目
食
卓
に
出
さ
れ
る
彼
等
の
好

物
は
生
の
魚
肉
で
あ
る
．
彼
ら
は
自
ら
持
参
し
た
ソ
ー
ス
を
も
つ
て
食
し
て
い

る
。
」
あ
る
い
は
喫
煙
に
つ
い
て
「
彼
ら
は
特
別
の
短
い
パ
イ
プ
で
良
い
に
お
い

の
す
る
タ
バ
コ
を
吸
う
．
あ
る
者
は
欧
州
風
の
シ
ガ
ー
を
ま
つ
た
く
吸
え
な

い
。
オ
ラ
ソ
ダ
の
婦
人
達
も
こ
の
遠
来
の
客
が
サ
ロ
ン
で
タ
バ
コ
を
薫
ら
す
こ
」

と
を
許
し
て
い
る
．
少
し
で
も
タ
バ
コ
を
吸
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
彼
ら
は

た
だ
ち
に
退
室
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
。
オ
ラ
ソ
ダ
政
府

は
日
本
使
節
の
記
念
の
た
め
各
々
の
役
目
お
よ
び
使
命
を
日
本
語
と
オ
ラ
ン
ダ

語
で
か
い
た
美
し
い
印
刷
物
を
出
版
し
た
が
、
そ
れ
は
ハ
ー
グ
か
ら
ベ
ル
リ
ン

宛
に
送
ら
れ
て
お
リ
メ
、
れ
に
基
づ
い
て
、
プ
ロ
シ
ャ
の
接
待
委
員
が
こ
れ
に
対

す
る
準
備
を
整
え
て
い
る
。
さ
て
、
日
本
使
節
一
行
は
無
事
ベ
ル
リ
ソ
に
到
着

し
、
プ
ロ
シ
ャ
国
王
と
の
謁
見
を
行
う
。
当
時
の
模
様
も
宮
廷
に
お
け
る
使
節

一
行
の
国
王
と
の
謁
見
の
図
と
共
に
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
．
た
と
え
ば
使
節

は
日
本
語
で
挨
拶
を
言
上
し
、
そ
れ
が
日
本
語
通
訳
で
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳
さ

れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
ド
イ
ッ
側
の
通
訳
に
よ
つ
て
ド
イ
ッ
語
に
訳
さ
れ
る
、
と

い
つ
た
手
続
き
を
経
て
こ
の
謁
見
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
．
そ
し
て
日
本
側

は
、
ベ
ル
リ
ン
覚
書
を
外
相
と
の
間
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
　
　
　
（
一
〇
三
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

使
節
一
行
は
、
プ
ロ
シ
ャ
側
か
ら
大
い
に
歓
迎
さ
れ
て
好
印
象
を
え
て
官
シ
ア

に
向
か
つ
た
が
、
プ
ロ
シ
ャ
側
は
日
本
使
節
が
ロ
シ
ア
の
帰
途
再
び
た
ち
よ
る

こ
と
は
歓
迎
し
な
か
つ
た
。
そ
の
理
由
は
接
待
の
め
ん
ど
う
さ
よ
り
む
し
ろ
接

待
費
の
問
題
で
あ
つ
た
．
当
時
、
苦
し
い
台
所
か
ら
巨
額
の
接
待
費
を
捻
出
す

る
こ
と
は
プ
ロ
シ
ャ
に
と
っ
て
か
な
り
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
を
一
般
国
費
、
あ

る
い
は
国
庫
特
別
費
か
ら
支
払
う
べ
き
か
、
大
使
館
の
費
用
を
も
つ
て
支
払
う

べ
き
か
、
一
年
間
に
亙
つ
て
問
題
に
な
つ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
当
時

の
プ
・
シ
ャ
財
政
に
と
つ
て
は
日
本
か
ら
の
遠
来
の
客
が
必
ず
し
も
歓
迎
す
べ

き
も
の
で
な
か
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
．

　
第
三
編
「
結
論
」
は
明
治
維
新
と
ド
イ
ッ
の
態
度
、
明
治
開
国
と
ド
イ
ッ
人

の
二
章
か
ら
成
つ
て
い
る
が
、
維
新
の
混
乱
期
に
プ
ロ
シ
ャ
と
北
ド
イ
ッ
連
邦

を
代
表
し
て
日
本
で
活
躍
し
た
公
使
、
フ
ォ
ソ
・
ブ
ラ
ン
ト
は
当
時
冷
静
な
中

立
的
態
度
を
終
始
と
り
、
こ
れ
を
外
交
団
に
提
案
し
て
い
る
、
特
に
、
鳥
羽
・

伏
見
の
一
戦
に
破
れ
、
慶
喜
が
江
戸
に
帰
つ
た
後
の
混
乱
状
態
に
あ
つ
た
際
、

プ
ラ
ン
ト
が
行
つ
た
厳
正
中
立
の
提
案
は
各
国
公
使
に
よ
つ
て
正
式
に
は
認
め

ら
れ
な
か
つ
た
が
、
事
実
上
に
お
い
て
外
交
団
の
態
度
と
し
て
承
認
さ
れ
た
の

で
あ
る
．
ま
た
ド
イ
ッ
人
ゲ
ル
ト
ナ
ー
な
る
も
の
が
一
八
六
九
年
二
月
に
北
海

道
の
函
館
郊
外
の
土
地
三
〇
〇
万
坪
を
九
九
年
間
租
借
す
る
契
約
を
榎
本
武
揚

の
い
わ
ゆ
る
箱
館
政
府
と
締
結
し
た
点
に
関
し
て
も
ブ
ラ
ソ
ト
は
、
自
国
民
が

関
係
し
た
事
件
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
公
正
な
態
度
を
持
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
明
治
開
国
と
ド
イ
ッ
人
」
で
は
、
ド
イ
ッ
人
と
し
て
鎖
国
か
ら
開

国
へ
の
我
国
の
政
治
に
参
加
し
た
者
の
事
跡
に
つ
い
て
の
紹
介
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
代
表
的
人
物
と
し
て
ド
イ
ッ
人
と
し
て
の
シ
ー
ボ
ル
ト
父
子
の
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
　
　
　
（
一
〇
三
八
）

績
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
．
以
上
に
よ
つ
て
日
独
交
通
史
に
つ
い
て
は
終
る
が
本

書
の
中
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
付
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
幾
つ
か
の

論
文
と
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

　
付
録
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
大
き
く
分
け
て
幕
末
か
ら
維
新
に

か
け
て
日
本
に
関
係
が
あ
つ
た
外
国
人
に
関
す
る
も
の
と
本
書
の
資
料
を
筆
老

が
若
ぎ
日
に
蒐
収
し
た
プ
ロ
シ
ャ
古
文
書
館
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
．

　
こ
こ
で
は
人
物
と
し
て
は
二
人
が
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

i
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
が
そ
れ
で
あ
る
。

シ
ー
ボ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
通
交
史
の
中
で
も
最
後
に
若
干
ふ
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
、
日
本
で
き
わ
め
て
有
名
な
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ

ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
で
は
な
く
て
、
そ
の
子
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ダ
ー
の
生
涯
に
つ
い

て
描
か
れ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
研
究

は
、
一
八
七
〇
年
以
降
彼
が
日
本
政
府
に
雇
傭
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
お
雇
い
外
人

と
し
て
側
面
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
、
今
宮
教
授
は
そ
の
少
年
時
代
か

ら
説
き
お
こ
し
て
い
る
．
二
二
歳
に
な
つ
た
折
、
す
で
に
六
三
歳
の
高
齢
を
む

か
え
て
い
た
父
親
と
共
に
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
は
日
本
を
訪
ず
れ
る
。
ア
レ
キ
サ

ン
ダ
ー
は
日
本
に
お
い
て
日
本
語
お
よ
び
漢
字
の
勉
強
を
課
せ
ら
れ
、
近
く
の

寺
の
住
職
、
あ
る
い
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
が
で
き
る
日
本
人
か
ら
日
本
語
の
教
授

を
う
け
る
、
そ
し
て
弱
冠
一
五
歳
に
し
て
英
国
公
使
館
に
、
勤
務
す
る
こ
と
に
な

る
、
帰
国
す
る
父
親
を
送
つ
た
子
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
！
は
、
そ
れ
が
最
後
の
別
れ

と
な
る
の
も
知
ら
ず
、
英
国
公
使
館
の
仕
事
に
遇
進
す
る
の
で
あ
る
．
初
め
充

分
で
な
か
つ
た
英
語
も
一
年
後
に
は
完
全
に
上
達
し
、
一
六
歳
で
通
訳
官
お
よ

び
翻
訳
官
に
任
命
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
か
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ー
と
共
に
薩



英
戦
争
の
際
の
要
求
文
書
の
翻
訳
、
通
訳
等
に
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
激
動
期
の
外
国
に
お
け
る
少
年
通
訳
官
の
役
割
が
き
わ
め
て
興
味
深
く
描

か
れ
、
そ
の
後
一
八
六
七
年
に
は
徳
川
昭
武
の
フ
ラ
ン
ス
派
遣
に
同
行
し
、
日

本
使
節
の
一
行
に
あ
ま
り
に
も
親
し
ま
れ
す
ぎ
た
た
め
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
の

介
添
役
と
の
間
に
不
和
が
生
じ
、
そ
れ
が
日
本
人
側
と
フ
ラ
ソ
ス
人
側
と
の
間

に
感
情
の
も
つ
れ
さ
え
も
た
ら
す
に
致
つ
た
と
い
つ
た
こ
と
が
丁
寧
に
え
が
か

れ
て
い
る
。

　
同
様
な
手
法
は
ハ
リ
ス
の
通
訳
官
と
し
て
著
名
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ヒ
ュ
ー

ス
ケ
ン
の
扱
い
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
．
「
年
若
く
し
て
異
境
に
非
業
の
死

を
と
げ
た
一
外
人
の
生
涯
に
同
情
を
禁
じ
え
な
い
」
と
す
る
著
老
は
、
主
と
し

て
プ
ロ
シ
ャ
側
の
資
料
に
よ
つ
て
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
の
生
涯
と
日
本
の
浪
士
に
よ

つ
て
惨
殺
さ
れ
る
最
後
の
事
情
を
追
求
す
る
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス

テ
ル
ダ
ム
に
生
ま
れ
た
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
は
、
家
の
没
落
に
よ
つ
て
二
〇
歳
前
後

に
生
活
の
活
路
を
求
め
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
．
そ
こ
で
ハ
リ
ス
に
見
い
出
さ

れ
、
日
本
に
お
も
む
く
の
で
あ
る
．
当
時
、
ハ
リ
ス
は
五
〇
代
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ

ソ
は
二
〇
代
で
親
子
ほ
ど
も
年
も
違
つ
た
が
四
年
以
上
に
わ
た
つ
て
未
知
な

外
国
で
ほ
と
ん
ど
二
人
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
間
に
ハ
リ
ス
、
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン

は
親
子
の
よ
う
に
親
密
に
な
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
陽
気
で
の
ん

き
な
ヒ
ュ
ー
ス
ケ
ン
は
、
母
国
語
の
オ
ラ
ン
ダ
語
に
加
え
、
英
、
独
、
仏
三
ケ

国
語
に
通
じ
て
い
た
た
め
、
他
の
外
交
団
に
よ
つ
て
も
重
宝
が
ら
れ
、
オ
イ
レ

ン
ブ
ル
グ
の
日
記
等
に
も
度
び
度
び
登
場
し
て
く
る
。
た
だ
、
ヒ
ュ
ー
ス
ヶ
ン

の
そ
の
の
ん
気
な
性
格
が
治
安
が
充
分
で
な
い
江
戸
市
中
を
単
独
で
し
か
も
夜

間
に
通
行
し
、
襲
撃
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
を
ま
ね
い
た
の
で
あ
る
。
政
情
不
安
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定
な
外
国
の
地
に
あ
っ
て
活
躍
す
る
若
い
通
訳
官
の
姿
が
こ
こ
で
も
種
々
の
資

料
に
よ
つ
て
極
め
て
鮮
明
に
え
が
か
れ
て
い
る
。

　
付
録
の
も
う
一
つ
の
柱
は
プ
ロ
シ
ャ
古
文
書
館
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ベ
ル
リ

γ
の
西
南
ダ
ー
レ
ム
に
あ
る
プ
ロ
シ
ャ
古
文
書
館
は
第
二
次
大
戦
後
は
ソ
連
の

支
配
下
と
な
り
文
書
は
ま
つ
た
く
散
失
し
て
し
ま
つ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
若

き
日
に
意
気
に
も
え
て
文
書
に
読
み
ふ
け
る
今
宮
教
授
の
姿
が
彷
彿
と
さ
れ
る

エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。三

　
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
日
本
の
対
外
関
係
の
研
究
は
，
日
本
側
史
料
の
み

な
ら
ず
、
外
国
側
史
料
の
参
照
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
発
展
が
期
待
さ

れ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
．
戦
前
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
史
料
に
基

づ
く
大
塚
武
松
教
授
の
い
く
つ
か
の
論
文
が
あ
り
、
同
教
授
没
後
出
版
さ
れ
た

『
幕
末
外
交
史
の
研
究
』
（
昭
和
二
七
年
、
宝
文
館
）
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

戦
後
は
、
英
仏
両
国
の
外
務
省
文
書
を
利
用
L
た
石
井
孝
教
授
の
大
著
『
明
治

維
新
の
国
際
的
環
境
』
（
昭
和
四
一
年
、
増
訂
版
、
吉
川
弘
文
館
）
ア
メ
リ
カ
の
外
交

文
書
、
新
聞
、
雑
誌
史
料
を
駆
使
し
た
下
村
冨
士
男
教
授
の
『
明
治
初
年
条
約
改

正
史
の
研
究
』
（
昭
和
三
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
に
そ
の
具
体
例
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
日
本
の
開
国
が
米
国
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
南
北
戦
争

と
い
う
国
内
的
混
乱
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
が
対
日
外
交
か
ら
後
退
し
、
パ
ー
ク

ス
、
β
ツ
シ
ュ
に
代
表
さ
れ
る
英
、
仏
勢
力
が
対
日
外
交
の
一
線
に
躍
り
出
た

こ
と
、
ま
た
「
北
辺
の
脅
威
」
と
し
て
絶
え
ず
意
識
さ
れ
て
居
た
ロ
シ
7
は
北

方
領
土
問
題
竜
直
接
関
連
し
て
く
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、
以
上
の
四
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
　
　
　
（
一
〇
三
九
）
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に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
関
心
も
集
つ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
国
と
な
る
と
、

研
究
書
と
し
て
ま
と
ま
る
ま
で
に
至
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
つ
た
と
い
つ

て
よ
い
。

　
今
回
刊
行
さ
れ
た
今
宮
新
名
誉
教
授
の
『
初
期
日
独
通
交
史
の
研
究
』
は
、

第
一
に
こ
れ
ま
で
比
較
的
関
心
が
薄
か
つ
た
幕
末
、
維
新
期
に
お
け
る
日
本
と

プ
ロ
シ
ャ
の
関
係
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
点
、
第
二
に
今
日
で
は
殆
ん
ど

参
照
し
得
な
い
プ
・
シ
ャ
古
文
書
館
所
蔵
文
書
を
利
用
し
て
い
る
点
で
、
注
目

す
べ
き
研
究
で
あ
る
。

　
今
宮
教
授
は
「
本
研
究
は
日
独
交
渉
史
の
序
論
の
一
部
を
な
す
に
過
ぎ
な

い
」
と
さ
れ
る
が
、
再
び
東
西
ド
イ
ッ
の
文
書
を
十
分
に
利
用
し
て
、
こ
の
研

究
を
土
台
に
さ
ら
に
日
独
通
交
史
研
究
が
発
展
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
筆
を
置

く
。
（
B
5
版
・
三
一
五
ぺ
ー
ジ
・
一
四
〇
〇
円
・
鹿
島
研
究
所
出
版
会
）
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一
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二

（
一
〇
四
〇
）


