
◎書　評

267──書評　呉燕和著　ふるさと・フィールド・列車

　
呉
燕
和
氏
の
名
を
聞
け
ば
、
中
華
圏
の
人
類

学
界
で
知
ら
ぬ
者
は
い
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
ま

で
で
あ
れ
ば
、
本
書
は
単
な
る
著
名
人
物
の
自

伝
と
し
て
総
括
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
氏
は
単

な
る
人
類
学
者
と
い
う
よ
り
、
眼
差
し
に
映
っ

た
も
の
を
思
考
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
思
索
者
で

も
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
本

書
は
自
伝
が
自
伝
に
と
ど
ま
ら
ぬ
深
み
を
有
し

て
い
る
。

　
ま
ず
、
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
日
本
語
版
刊
行
に
よ
せ
て

　
序
（
李
亦
園
）

　
は
じ
め
に

　
第
一
部
　
南
投
の
ふ
る
さ
と

　
　
第
一
章
　
祖
母

　
　
第
二
章
　
中
国
小
僧

　
　
第
三
章
　
古
い
家

　
　
第
四
章
　
一
家
離
散

　
　
第
五
章
　
軍
属
居
住
区
の
台
湾
坊
や

　
　
第
六
章
　
人
類
学
と
の
出
会
い

　
第
二
部
　
人
類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド

　
　
第
七
章
　
中
央
研
究
院
か
ら
台
湾
大
学
へ
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第
八
章
　「
出
国
の
詮
議
に
及
ば
ず
」
の

紆
余
曲
折

　
　
第
九
章
　
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
下
の
ア
メ
リ
カ

人
類
学

　
　
第
十
章
　
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

　
　
第
十
一
章
　
噴
火
口
の
台
湾
坊
や

　
第
三
部
　
列
車
の
旅

　
　
第
十
二
章
　
列
車

　
　
第
十
三
章
　
岩
倉
に
寓
居
し
て

　
　
第
十
四
章
　
よ
そ
者
の
目
に
映
る
日
本

　
　
第
十
五
章
　
今
浦
島
の
台
湾

　
訳
者
あ
と
が
き
（
日
野
み
ど
り
）

以
上
の
よ
う
に
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
各
章

逐
一
触
れ
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た

め
、
部
ご
と
に
以
下
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

　
第
一
部
で
は
、
北
京
か
ら
台
湾
の
南
投
に
転

居
し
た
六
歳
の
時
か
ら
少
年
期
を
経
て
、
大
学

受
験
失
敗
後
の
職
探
し
、
そ
し
て
人
類
学
と
の

邂
逅
に
至
る
ま
で
の
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
九
四
六
年
一
〇
月
の
転
居
当
時
は
国
共
内
戦

に
お
い
て
優
勢
に
あ
っ
た
中
国
国
民
党
が
、
著

者
の
小
学
校
時
代
を
通
じ
て
徐
々
に
劣
勢
に
、

そ
し
て
一
九
四
九
年
の
敗
北
に
至
る
変
化
が
、

著
者
の
日
常
生
活
の
描
写
の
中
に
い
く
つ
も
垣

間
見
え
て
興
味
深
い
。

　
少
年
期
の
著
者
の
生
活
体
験
に
関
す
る
叙
述

に
は
、
台
湾
内
部
の
様
々
な
多
様
性
が
溢
れ
か

え
っ
て
い
る
。
北
京
や
日
本
の
要
素
が
生
活
の

中
に
存
在
し
、
さ
ら
に
は
南
・
北
台
湾
の
差
異

と
い
っ
た
台
湾
内
部
の
多
様
性
へ
の
自
覚
な

ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
以

下
少
し
詳
述
し
た
い
。

　
本
書
に
お
い
て
、「
北
京
」
と
の
比
較
の
意

味
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
台
湾
」
の
象
徴
と
は

ま
さ
に
、「
南
投
の
祖
母
」
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
北
京
訛
り
の
国
語
を
操
り
、
華
北
の

味
に
慣
れ
た
少
年
期
の
著
者
に
は
、
祖
母
の
行

動
様
式
は
い
つ
も
新
鮮
で
あ
り
、
本
書
で
も
極

め
て
詳
細
に
、
ま
た
い
き
い
き
と
祖
母
の
姿
が

描
写
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
貫
籍
に
従
え
ば
台

湾
人
と
な
る
が
、
北
京
生
活
が
長
く
、
台
湾
人

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
に
振
る
舞
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と

た
び
台
湾
人
で
あ
る
こ
と
が
周
囲
に
露
呈
す

る
や
、
し
ば
し
ば
驚
嘆
の
的
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。「
本
省
人
」
で
あ
り
な
が
ら
楽
し
く
過

ご
し
た
眷
村
居
住
経
験
や
、
青
春
を
満
喫
し

た
「
外
省
人
」
だ
ら
け
の
学
校
の
思
い
出
な

ど
、
若
き
日
の
著
者
の
目
に
映
っ
た
「
省
籍
矛

盾
」
は
、「
民
主
化
」
以
降
の
台
湾
で
の
主
流

の
「
省
籍
矛
盾
」
言
説
と
は
か
な
り
距
離
が
あ

り
、
読
者
は
想
像
力
を
刺
激
さ
れ
る
こ
と
と
な

ろ
う
。

　
ま
た
、
著
者
は
南
投
時
代
に
経
験
し
た
、
運

動
会
で
の
騎
馬
戦
の
存
在
や
、
授
業
で
の
教
員

の
厳
し
さ
を
通
し
て
、
日
本
的
要
素
が
残
存
す

る
地
方
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
。
外
来
者
と

は
沿
岸
都
市
＝
港
に
到
来
す
る
以
上
、
港
を
持

た
ぬ
地
方
都
市
に
は
国
民
党
勢
力
の
影
響
が
当

時
比
較
的
に
弱
く
、
台
北
で
は
失
わ
れ
つ
つ

あ
っ
た
「
日
本
」
が
い
ま
だ
多
く
残
っ
て
い

た
。
台
湾
の
日
本
経
験
を
体
験
し
た
こ
と
の
な

い
著
者
は
、
中
央
（
台
北
）
と
地
方
（
南
投
）

の
差
異
に
お
い
て
、「
日
本
」
を
戦
後
知
ら
ず

知
ら
ず
に
追
体
験
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な

る
。

　
ま
た
、
台
湾
内
部
の
多
様
性
に
つ
い
て
も
、

「
下
港
人
」
と
い
う
、
北
部
で
用
い
ら
れ
て
い

た
中
南
部
住
民
へ
の
蔑
視
的
呼
称
が
紹
介
さ
れ
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て
い
る
。
北
と
南
の
差
異
が
ぼ
や
け
て
く
る
の

は
、
南
部
農
村
（
漳
州
系
が
多
い
）
か
ら
台

北
（
泉
州
系
が
多
い
）
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
が
六

〇
年
代
に
本
格
化
し
た
こ
と
に
よ
る
と
著
者
は

分
析
し
て
い
る
。
近
代
化
に
伴
う
内
部
均
質
化

作
用
は
、
日
本
の
高
度
成
長
期
や
大
陸
中
国
の

現
在
に
も
通
じ
た
現
象
で
あ
る
。
普
遍
性
を
意

識
す
る
人
類
学
に
身
を
置
く
著
者
の
記
述
か
ら

は
、
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
等
の
普
遍
性
の
眼
差

し
が
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る

た
め
、
文
章
内
容
は
台
湾
に
不
案
内
な
読
者
に

も
十
分
わ
か
り
や
す
い
。

　
こ
の
第
一
部
に
特
徴
的
な
の
は
、
本
来
悲
嘆

の
中
で
描
か
れ
る
で
あ
ろ
う
父
の
入
獄
（
し
か

も
行
き
先
は
火
焼
島
）
が
ソ
フ
ト
な
タ
ッ
チ
で

描
か
れ
、
読
者
を
悲
観
的
に
さ
せ
な
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
主
流
の
歴
史
記
憶
と

は
異
な
る
歴
史
記
憶
が
、
当
時
の
大
状
況
に
も

接
続
し
た
分
析
と
と
も
に
、
し
っ
か
り
と
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
台
湾
現
代
史
叙
述
の

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
評
す
る
の
は
言
い
過

ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
読
者
の
判
断
を
仰
ぎ
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
部
の
紹
介
に
入
る
。
第
二
部
で

は
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
結
ば
れ
た
人
類
学
と

の
縁
が
著
者
の
人
生
を
大
き
く
変
え
、
台
湾
大

学
を
卒
業
し
た
後
、
ハ
ワ
イ
大
学
に
留
学
、
そ

し
て
博
士
論
文
完
成
に
向
け
た
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
現
さ
せ
、
長
年

の
研
究
を
結
実
さ
せ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。
興
味
を
惹
か
れ
る
の
は
調
査
テ
ー
マ

が
、
現
地
少
数
民
族
を
直
接
の
対
象
と
す
る
の

で
は
な
く
、「
中
国
」
と
は
縁
遠
い
イ
メ
ー
ジ

の
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
お
け
る
華
人
社
会
を
正
面

に
据
え
た
こ
と
で
あ
る
。
一
見
奇
を
衒
っ
た

テ
ー
マ
に
も
見
え
る
が
、
内
部
多
様
性
に
生
き

る
台
湾
で
「
外
省
人
―
本
省
人
」
の
二
元
論
に

は
回
収
し
え
な
い
「
周
縁
」
を
生
き
た
自
ら
の

人
生
経
験
が
、
あ
る
意
味
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
化
し

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
華
人

社
会
へ
の
著
者
の
関
心
を
、
問
題
認
識
の
深
層

に
お
い
て
増
幅
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

あ
る
ま
い
。

　
著
者
の
華
人
を
捉
え
る
目
は
幾
重
に
も
重
層

化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
学
問
上
の
分
析
装
置

と
し
て
著
者
が
重
視
し
た
の
が
「
科
学
」
で
あ

る
。
こ
の
「
科
学
」
と
は
、
サ
イ
エ
ン
ス
と

し
て
の
「
科
学
」
で
あ
る
以
上
に
、
い
わ
ゆ

る
「
徳
先
生
和
賽
先
生
」
と
し
て
の
「
科
学
」

で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
者
は
、
パ
イ
ワ
ン
族
の

子
ど
も
が
年
少
者
を
年
長
者
よ
り
重
視
し
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
考
え
方
が
そ
の
正
反
対
で

あ
る
中
国
文
化
の
あ
り
方
を
こ
う
批
判
し
て
い

る
。

　
私
は
、
中
国
文
化
が
子
ど
も
を
い
か
に
深
く

洗
脳
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
認

識
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
化
外
」
の
少

数
民
族
の
子
ど
も
は
も
の
の
考
え
方
が
無
邪

気
で
儒
家
思
想
に
毒
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
一
四
六
頁
）

著
者
は
ま
た
、
胡
適
中
央
研
究
院
院
長
（
当

時
）
が
署
名
捺
印
し
た
辞
令
を
大
切
に
保
管
し

て
い
る
と
い
う
。
以
上
の
叙
述
の
中
に
、
著
者

の
「
科
学
」
に
対
す
る
深
遠
な
想
い
を
感
じ
ざ

る
に
は
い
ら
れ
な
い
。
五
四
精
神
と
い
う
意
味

に
お
い
て
著
者
は
ま
た
、
日
本
式
の
制
服
の
着

用
を
拒
否
し
た
が
た
め
に
退
学
さ
せ
ら
れ
た
父

呉
坤
煌
の
後
継
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
し
か
も
、
著
者
の
科
学
精
神
は
、
一
九
世
紀
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型
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
近
代
主
義
へ
の
批
判

も
内
包
し
て
い
る
。
第
二
部
の
締
め
く
く
り
の

言
葉
は
鮮
烈
で
あ
る
。

　
西
洋
の
人
類
学
は
、
人
類
を
永
久
に
変
化
し

な
い
各
「
色
」
の
人
種
に
分
け
た
が
、
こ
う

い
っ
た
後
進
的
で
科
学
に
反
す
る
考
え
方

が
、
今
に
至
る
も
一
般
の
人
々
の
信
じ
て
疑

わ
な
い
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
誰

も
が
「
人
種
」
と
は
確
立
し
て
い
て
変
わ
る

こ
と
の
な
い
生
物
学
的
現
象
で
あ
る
か
の
よ

う
に
思
っ
て
い
る
が
、
実
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

グ
ル
ー
プ
の
形
成
は
社
会
・
経
済
・
政
治
と

い
っ
た
要
素
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
…（
略
）…
現
代

の
「
民
族
」
の
分
類
は
す
べ
て
政
治
に
奉
仕

す
る
た
め
の
便
宜
上
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
し
か
し
人
々
は
、
民
族
や
種
族
や
文
化

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
名
分
の
も
と

に
互
い
に
争
い
、
休
む
こ
と
を
知
ら
な
い
。

何
と
も
や
る
せ
な
く
意
義
の
な
い
こ
と
と
言

う
よ
り
ほ
か
に
な
い
。（
二
四
四
頁
）

　
著
者
の
か
か
る
思
考
は
、
そ
の
萌
芽
を
第
一

部
に
も
十
分
発
露
さ
せ
て
い
る
。
著
者
に
と
っ

て
人
類
学
と
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
結
果
に
お

い
て
、
著
者
の
台
湾
経
験
の
「
科
学
」
的
理
解

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
。
自
立
的
に
見
え
る
土
着
民
の
生
活
観
念

も
、
伝
統
と
い
う
ハ
ー
ド
に
西
洋
近
代
と
い
う

ソ
フ
ト
が
起
動
す
る
こ
と
で
変
容
し
て
き
た
と

い
う
著
者
の
考
察
に
触
れ
る
と
、
九
〇
年
代
か

ら
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
台
湾
研
究
│
│

と
い
う
よ
り
地
域
研
究
全
体
に
お
い
て
で
あ
っ

た
が
│
│
で
あ
れ
だ
け
流
行
っ
た
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
研
究
と
は
何
だ
っ
た
の
か
読
者
は
自

問
を
迫
ら
れ
よ
う
。
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
影

響
か
ら
完
全
に
無
関
係
な
人
間
な
ど
い
な
い
こ

と
を
敏
感
に
読
み
取
る
著
者
は
、
少
数
民
族
の

心
性
の
中
に
す
ら
モ
ダ
ン
を
読
み
込
ん
で
み
せ

る
。
そ
の
眼
力
は
自
ら
の
「
台
湾
経
験
」
が
土

台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
。

　
最
後
の
第
三
部
は
、
人
類
学
者
と
し
て
名
を

成
し
た
著
者
の
、
八
〇
年
か
ら
九
〇
年
代
に
至

る
足
跡
が
描
か
れ
て
い
る
。「
歩
み
を
止
め
る

こ
と
を
知
ら
な
い
」（
二
八
頁
）
人
類
学
者
の

「
さ
す
ら
い
流
れ
歩
く
旅
」（
同
頁
）
に
は
二
重

の
理
論
的
意
義
が
あ
る
と
著
者
は
言
う
。
一
つ

は
郷
里
を
離
れ
る
物
理
的
さ
す
ら
い
、
も
う
一

つ
は
自
ら
の
思
考
方
式
を
離
れ
る
思
想
的
さ
す

ら
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
陸
中
国
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
京
都
と
さ
す
ら
い
続
け
た
後
、
久
し

ぶ
り
に
戻
っ
た
台
湾
の
中
に
郷
里
を
見
出
せ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
結
末
で
本
書
執
筆
の

ペ
ン
は
置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
三
部
で
は
著
者
が
一
時
期
寓
居
し
た

京
都
岩
倉
の
思
い
出
も
詳
細
に
綴
ら
れ
て
い

る
。
著
者
の
印
象
に
強
く
残
っ
た
の
は
、
日
本

の
秩
序
と
静
寂
さ
で
あ
る
。
昨
今
の
日
本
で

は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
不
安
ゆ
え

か
、
伝
統
文
化
や
「
日
本
ら
し
さ
」
の
類
を
見

つ
け
て
き
て
は
、
官
民
問
わ
ず
な
り
ふ
り
構
わ

ず
「
こ
れ
が
日
本
」
と
吹
聴
し
て
自
ら
を
安
心

さ
せ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
こ
に
潜
む
意

味
な
ど
に
は
関
心
を
向
け
た
が
ら
な
い
。
し
か

し
本
書
で
は
、
秩
序
の
背
景
を
分
析
し
た
結
果

と
し
て
教
育
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、

「
日
本
」
と
い
う
局
所
の
分
析
か
ら
一
般
性
の

高
い
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ

れ
が
、
中
国
文
化
へ
の
厳
し
い
自
己
批
判
と
と
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も
に
展
開
さ
れ
る
た
め
、
こ
と
ば
に
深
さ
と
広

が
り
が
生
ま
れ
て
い
る
。
自
己
参
照
的
な
意
識

の
中
で
筆
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
日
本
評
価
に

垣
間
見
え
る
の
は
、
五
四
精
神
の
延
長
線
上
に

あ
る
「
自
己
を
見
つ
め
る
厳
し
い
視
線
」
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
三
部
の
簡
単
な
紹
介
と
と
も
に
、
本

書
へ
の
評
者
の
「
読
み
」
を
説
明
し
て
き
た
。

ど
こ
に
行
こ
う
と
も
「
本
地
人
」（
地
元
の
人

間
）
に
は
な
り
き
れ
ぬ
著
者
に
と
り
、
台
湾
に

故
郷
を
見
い
だ
せ
な
く
な
る
と
こ
ろ
で
話
が
終

わ
っ
て
い
る
の
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
層
性
に
生

き
る
著
者
は
、
一
九
八
七
年
と
い
う
戒
厳
令
解

除
の
年
、
つ
ま
り
「
民
主
化
の
季
節
」
の
開
始

時
に
台
湾
に
二
〇
年
ぶ
り
に
戻
っ
て
き
た
。
そ

の
と
き
、「
民
主
化
」
の
果
て
に
、
島
内
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
よ
う
を
「
四
大
族

群
」
な
ど
と
単
純
化
し
て
は
総
統
選
挙
の
集
票

資
源
に
変
え
て
し
ま
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
が
や
が
て
出
現
し
よ
う
と
は
果
た
し

て
予
想
し
え
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
今
な
お
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
研
究
と
や
ら
に
躍
起
と
な
っ

て
い
る
台
湾
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。
賞
味
期

限
の
長
く
は
な
い
研
究
に
、
膨
大
な
人
的
資
源

と
時
間
を
投
入
す
る
こ
と
に
ど
こ
ま
で
重
大
な

意
義
が
存
在
し
て
い
る
の
か
。
今
の
評
者
に
は

解
せ
な
い
。

　「
台
湾
の
悲
哀
」
と
は
も
は
や
、「
ア
ジ
ア
の

孤
児
」
と
し
て
の
悲
哀
と
は
言
え
ま
い
。
戦
後

の
冷
戦
構
造
に
よ
っ
て
政
治
史
の
磁
場
が
強
く

働
き
す
ぎ
た
た
め
に
、
政
治
の
関
与
の
み
で
は

解
決
不
可
能
な
問
題
ま
で
が
解
決
可
能
だ
と
思

わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
固
定
化
で
は
な
く
、
台
湾
社
会
全
体
に
と
っ

て
の
近
代
／
現
代
の
あ
り
方
こ
そ
を
全
面
的
に

模
索
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
そ
う
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
に
こ
そ
、
悲
哀
を
感
じ
て
な
ら
な
い
。

本
書
は
悲
哀
の
あ
り
か
を
、
湿
り
っ
気
の
な
い

明
る
い
語
調
で
さ
り
げ
な
く
読
者
に
届
け
て
く

れ
る
。
明
る
い
か
ら
こ
そ
逆
に
、
読
後
に
訪
れ

る
現
代
史
へ
の
寂
寞
た
る
想
い
は
な
か
な
か
や

る
せ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く

著
者
の
豊
か
な
人
生
経
験
と
強
く
深
い
精
神
は

読
者
を
打
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
翻
訳
の
良
さ
も

あ
っ
て
、
な
ん
と
も
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
好

著
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。


