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に
安
然
に
関
す
る
多
く
の
論
文
が
あ
る
の
で
、
安
然
の
教
学
に
つ
い
て
の

公
刊
が
待
ち
望
ま
れ
る
。

 

（
龍
谷
大
学
教
授
）

末
木
恭
彦
著

『
徂
徠
と
崑
崙
』

（
春
風
社
・
二
〇
一
六
年
）

山
本

　
嘉
孝

一
　
本
書
の
特
色
と
構
成

　

本
書
は
、
近
世
日
本
を
代
表
す
る
儒
者
の
一
人
で
あ
る
荻
生
徂
徠
と
そ

の
門
人
の
山
井
崑
崙
に
つ
い
て
、
著
者
が
一
九
八
二
〜
九
二
年
の
十
年
間

に
発
表
し
た
論
文
九
篇
を
合
計
八
章
に
収
め
る
。
特
に
大
幅
な
修
正
・
加

筆
は
な
い
。
本
書
の
出
版
は
「
偶
然
」（「
あ
と
が
き
」）
で
あ
っ
た
と
の
こ

と
だ
が
、
初
出
論
文
が
こ
の
よ
う
な
形
で
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
意
義
は

大
き
い
。
本
書
の
最
大
の
特
長
は
、
敢
え
て
抽
象
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

全
て
を
徂
徠
の
色
で
染
め
て
し
ま
わ
な
い
徂
徠
学
研
究
と
な
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。

　

著
者
は
意
識
的
に
、
徂
徠
の
経
書
読
解
を
朱
子
学
摂
取
の
過
程
と
し
て

捉
え
な
お
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
徂
徠
の
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

徂
徠
の
学
問
が
専
ら
朱
子
学
の
否
定
と
し
て
ば
か
り
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き

て
い
る
こ
と
に
対
す
る
疑
念
に
基
づ
い
て
お
り
、
大
変
貴
重
な
視
点
で
あ

る
。
ま
た
崑
崙
に
つ
い
て
は
、
徂
徠
学
の
単
な
る
継
承
者
と
し
て
見
做
す

の
で
は
な
く
、
自
身
の
意
志
と
判
断
に
よ
っ
て
「
古
」
へ
の
接
近
を
企
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て
た
一
個
の
学
者
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、「
徂
徠
学
派
」
や

「
蘐
園
派
」
な
ど
と
し
て
一
括
り
に
さ
れ
や
す
い
学
芸
の
一
潮
流
の
中
に
、

様
々
な
異
質
な
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
必
然
性
を
も
っ
て
折
り
重
な
り
併
存
し

て
い
た
実
態
が
、
具
体
的
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
の
独
自
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
位
置
づ
け
る
か
は
大
き
な
問

題
で
あ
る
。
徂
徠
は
そ
の
強
烈
な
個
性
と
主
張
の
ゆ
え
、
全
く
独
自
の
説

を
唱
え
、
莫
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
存
在
と
し
て
、
褒
貶
問
わ
ず
、
過
剰

な
ほ
ど
の
評
価
を
受
け
が
ち
で
あ
る
。
本
書
は
、「
徂
徠
の
評
価
に
は
立

ち
入
ら
な
い
」（「
ま
え
が
き
」）
と
断
っ
た
上
で
、
徂
徠
の
独
自
性
や
影
響

力
を
十
分
に
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
独
自
の
学
説
に
は
論
敵
で
あ
る
朱
熹
の

学
問
に
連
続
な
い
し
近
似
す
る
側
面
が
あ
り
、
そ
の
影
響
力
も
個
々
の
受

け
手
の
意
志
や
状
況
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。
一
見
、
奇
を
衒
っ
た
視
座
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
は
そ
の
逆
で
、
本
書
の
著
者
は
、
徂
徠
と
崑
崙

の
目
線
に
絶
え
ず
寄
り
添
い
、
参
照
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
文
献
、
展
開
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
思
考
を
丹
念
に
辿
っ
て
い
く
と
い
う
、
堅
実
な
研
究
方
法
を

し
っ
か
り
と
守
っ
て
い
る
。

　

本
書
が
主
要
な
分
析
対
象
と
す
る
の
は
、
徂
徠
の
『
論
語
徴
』
と
崑
崙

の
『
七
経
孟
子
考
文
』
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
両
人
に
よ
る
経
書
読
解
の
具

体
的
な
形
跡
が
残
さ
れ
た
資
料
で
、
書
名
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
、

中
身
の
詳
細
な
検
討
が
立
ち
遅
れ
て
い
た
著
述
で
あ
る
。
徂
徠
の
『
辨

道
』『
辨
名
』
も
頻
繁
に
参
照
さ
れ
る
が
、
焦
点
は
常
に
『
論
語
徴
』
に

当
て
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
立
場
は
、
徂
徠
の
経
書
読
解
法
は
六
経
で
は

な
く
『
論
語
』
の
読
み
を
基
盤
と
し
て
培
わ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
に
お
け
る
『
論
語
徴
』
研
究
は
、
徂
徠
の
『
論
語
』

理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、
徂
徠
の
古
代
観
や
古
代
像
が
い
か
に
生
成
さ
れ
た

か
と
い
う
、
遠
大
な
問
い
ま
で
を
射
程
に
入
れ
て
い
る
。
ま
た
崑
崙
を
論

ず
る
章
は
、『
論
語
徴
』
研
究
と
直
接
に
は
連
関
し
な
い
も
の
の
、
本
書

の
内
部
に
お
い
て
、
徂
徠
と
崑
崙
の
経
書
読
解
法
の
比
較
を
可
能
に
し
て

い
る
。

　

左
に
本
書
の
構
成
を
示
す
。
徂
徠
『
論
語
徴
』
は
全
五
章
（
第
一
・

二
・
三
・
六
・
八
）、
崑
崙
『
七
経
孟
子
考
文
』
は
全
三
章
（
第
四
・
五
・

七
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
徂
徠
と
崑
崙
の
章
が
入
り
混
じ
る
配
列
と
な

っ
て
い
る
。

　

ま
え
が
き

　

1　

荻
生
徂
徠
の
論
語
観

　

2　

荻
生
徂
徠
の
聖
人
観

─
孔
子
聖
人
考

　

（　

荻
生
徂
徠
の
「
学
」
解
釈

　

4　
『
七
経
孟
子
考
文
』
攷

　

（　

山
井
崑
崙
の
尚
古
思
想

　

6　

荻
生
徂
徠
の
漢
字
認
識

　

（　
『
七
経
孟
子
考
文
』
凡
例
の
考
察

　

8　
『
論
語
徴
』
の
君
子
像

　

あ
と
が
き
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二
　
各
章
の
内
容

　

以
下
、
簡
略
な
が
ら
各
章
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

　

第
一
章
で
は
、
朱
熹
ま
で
の
『
論
語
』
注
釈
四
種
（『
集
解
』『
義
疏
』

『
注
疏
』『
集
注
』）
を
比
較
対
象
と
し
て
、『
論
語
徴
』
冒
頭
に
あ
る
『
論

語
』
の
位
置
づ
け
と
成
立
に
関
す
る
徂
徠
の
記
述
が
論
じ
ら
れ
る
。
徂
徠

は
、
儒
学
の
基
礎
的
な
書
物
を
『
論
語
』
で
は
な
く
六
経
と
す
る
こ
と
で
、

自
覚
的
に
朱
熹
に
異
論
を
唱
え
た
。
し
か
し
『
論
語
』
を
孔
子
の
「
語
」

と
見
做
し
、
人
名
の
称
し
方
に
よ
っ
て
『
論
語
』
の
編
纂
者
を
特
定
す
る

手
法
は
朱
熹
と
連
続
す
る
。
更
に
『
辨
道
』
に
も
、
宋
儒
と
の
連
続
を
徂

徠
が
自
ら
認
め
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
徂
徠
が
自
説
の
特
異
性
を
強

調
し
た
の
は
、
朱
子
学
に
強
い
魅
力
を
感
じ
て
修
得
し
よ
う
と
し
た
が
、

理
解
で
き
な
い
部
分
が
残
り
、「
劣
等
感
」
を
抱
い
た
た
め
、
と
著
者
は

推
測
し
て
い
る
。
な
お
著
者
は
徂
徠
に
よ
る
仁
斎
批
判
を
朱
熹
批
判
に
同

化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
做
し
て
お
り
、
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
は
取
り

立
て
て
考
察
さ
れ
な
い
。

　

第
二
章
は
、
徂
徠
が
孔
子
を
聖
人
と
し
て
見
做
さ
な
か
っ
た
と
の
通
説

（『
辨
名
』）
に
疑
義
を
呈
す
る
。『
論
語
徴
』
志
学
章
に
拠
る
と
、
孔
子
は

「
最
も
典
型
的
に
常
人
の
歩
む
道
を
歩
ん
だ
」（
六
五
頁
）
点
で
、
常
人
と

は
異
な
る
聖
人
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
孔
子
を
常
人
に
連

な
る
聖
人
と
し
て
捉
え
る
徂
徠
の
思
考
は
朱
子
学
に
接
近
す
る
も
の
で
あ

る
。
但
し
、
同
じ
朱
子
学
で
も
特
に
『
論
語
集
注
』
へ
の
接
近
で
あ
っ
て
、

聖
人
を
常
人
と
は
隔
絶
し
た
存
在
と
し
て
扱
う
『
論
語
或
問
』
や
『
論
語

大
全
』
へ
の
接
近
で
は
な
い
。
因
み
に
『
経
子
史
要
覧
』
に
拠
れ
ば
、
徂

徠
に
と
っ
て
「
宋
儒
」
と
は
、
特
に
『
集
注
』
と
『
大
全
』
を
指
し
た
。

　

第
三
章
は
、「
学
」
が
朱
子
学
（『
大
学
章
句
』）
や
仁
斎
（『
論
語
古
義
』）

に
お
い
て
は
一
生
か
け
て
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
無
限
の
営
為
と
さ
れ
る
の

に
対
し
、
徂
徠
の
『
論
語
徴
』
学
而
章
・
志
学
章
で
は
、
政
治
に
参
与
す

る
た
め
の
学
び
と
さ
れ
、
且
つ
十
五
〜
三
十
歳
の
期
間
に
取
り
組
ま
れ
る

営
為
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
徂
徠
自
身
の
学
問

は
、
こ
の
よ
う
な
限
定
の
対
象
外
と
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
無
限
を
志
向

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
論
語
徴
』
の
い
う
「
学
」
の
具
体
的
な
内

容
、
す
な
わ
ち
先
王
の
道
も
、
朱
子
学
に
お
け
る
「
学
」
が
目
指
す
と
こ

ろ
の
無
限
や
真
理
に
近
い
。
畢
竟
、
徂
徠
が
追
究
し
た
の
は
無
限
な
る
学

だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
接
近
し
て
い
く
た
め
の
確
か
な
方
策
と
し
て
、
限
定

的
な
「
学
」
が
構
想
さ
れ
た
、
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。

　

第
四
章
は
、
崑
崙
『
七
経
孟
子
考
文
』
の
成
立
事
情
を
考
察
し
た
実
証

的
な
論
考
で
あ
る
。
本
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
主
要
な
資
料
は
、
崑
崙
に

よ
る
書
き
入
れ
の
あ
る
明
版
『
十
三
経
註
疏
』（
閩
版
、
嘉
靖
年
間
刊
、
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
蔵
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
校
勘
の
進
捗
状
況
が
日

ご
と
に
記
さ
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
は
、
崑
崙
が
足
利
学
校
に
赴
い
た

の
は
、
必
ず
し
も
師
徂
徠
の
指
示
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、
崑
崙
が
自
分

の
意
志
で
明
版
の
磨
滅
箇
所
を
宋
版
『
五
経
正
義
』
で
補
う
こ
と
を
企
図

し
た
た
め
で
あ
っ
た
。『
七
経
孟
子
考
文
』
で
重
視
さ
れ
る
古
写
本
の
存

在
は
、
当
初
、
徂
徠
も
崑
崙
も
認
識
し
て
お
ら
ず
、
崑
崙
が
足
利
に
行
っ

て
初
め
て
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ま
た
『
七
経
孟
子
考
文
』
は
、
崑
崙

日本思想史学48-書評【念校】　　［出力］ 2016年9月30日　午後4時26分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



205　書　評

の
足
利
滞
在
を
許
可
し
た
伊
予
西
条
藩
主
の
た
め
に
、
崑
崙
個
人
の
研
究

成
果
報
告
書
と
し
て
著
さ
れ
た
。

　

第
五
章
は
、
崑
崙
『
七
経
孟
子
考
文
』
に
登
場
す
る
「
古
式
」「
古
観
」

の
語
が
書
物
の
形
態
を
指
し
、
徂
徠
の
い
う
「
古
」
と
は
一
致
し
な
い
こ

と
を
指
摘
す
る
。
崑
崙
が
徂
徠
へ
の
入
門
を
志
し
た
の
は
、
そ
の
時
期
か

ら
類
推
し
て
、
徂
徠
が
朱
子
学
者
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
著
し
た
『
訳
文
筌

蹄
』
の
写
本
で
考
究
さ
れ
る
「
訳
」（
訓
読
に
よ
ら
ず
日
常
語
に
正
確
に
翻

訳
し
な
が
ら
文
言
を
読
む
方
法
）
に
共
鳴
し
た
か
ら
で
、
崑
崙
は
初
め
か
ら

徂
徠
晩
年
の
古
文
辞
学
を
吸
収
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
崑
崙
の
尚
古
思

想
は
、
当
然
徂
徠
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
徂
徠
の
そ
れ
と
は
異
な
る

形
で
発
展
を
遂
げ
、
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
六
章
で
は
、
再
び
徂
徠
の
『
論
語
徴
』
に
戻
り
、「
子
」「
学
」「
説

（
悦
）」
の
字
を
徂
徠
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
か
が
検
討
さ
れ
る
。
個
別

の
漢
字
ご
と
に
、
置
き
換
え
の
き
か
な
い
固
有
の
意
味
が
あ
る
と
の
考
え

は
、
既
に
『
訳
文
筌
蹄
』
の
段
階
で
成
立
し
て
い
た
が
、『
論
語
徴
』
で

は
更
に
一
歩
進
み
、
一
字
が
特
定
の
脈
絡
・
場
面
を
指
示
す
る
と
の
考
え

が
貫
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
著
者
が
行
う
重
要
な
指
摘
は
、
徂
徠

に
よ
る
そ
の
よ
う
な
古
文
辞
の
読
み
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ
り
、
そ
の
限

界
を
乗
り
越
え
る
上
で
、
徂
徠
は
自
身
の
「
古
代
像
」
を
字
義
の
解
釈
に

持
ち
込
ん
だ
、
と
の
点
で
あ
る
。
徂
徠
が
古
文
辞
の
用
例
を
列
挙
し
た
の

は
、
単
な
る
字
義
の
帰
納
の
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
説
の
補
強
の
た

め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
徂
徠
の
古
文
辞
学
に
は
、
客
観
的
要
素
と
主

観
的
要
素
が
不
可
分
な
形
で
混
在
し
て
い
る
。

　

第
七
章
で
は
、
崑
崙
『
七
経
孟
子
考
文
』
を
読
む
た
め
の
基
礎
作
業
と

し
て
、
同
書
の
凡
例
の
読
解
を
出
発
点
に
、
校
勘
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に

整
理
・
記
述
さ
れ
た
の
か
、
例
え
ば
囲
み
字
の
用
法
や
出
典
の
表
示
方
法

に
つ
い
て
、
豊
富
な
事
例
と
と
も
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
凡
例
で

は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
事
例
も
拾
わ
れ
て
お
り
（
一
七
一
頁
）、
有
益
で

あ
る
。
校
勘
に
用
い
ら
れ
た
諸
本
に
つ
い
て
も
説
明
が
加
え
ら
れ
る
。
崑

崙
は
本
文
・
文
字
の
確
定
だ
け
で
な
く
、
書
物
の
本
来
の
形
態
に
も
斉
し

く
関
心
を
払
っ
た
。

　

第
八
章
は
、
徂
徠
『
論
語
徴
』
に
お
け
る
「
君
子
」
の
定
義
の
検
討
を

通
し
て
、
徂
徠
の
『
論
語
』
理
解
に
は
六
経
理
解
が
作
用
し
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
六
経
理
解
の
基
礎
に
『
論
語
』
の
読
み
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
六
経
を
中
心
に
「
君
子
」
を
定
義
す
る
の
な
ら
ば
、「
在

上
」
と
「
成
徳
」
の
み
で
事
足
り
る
は
ず
だ
が
、『
論
語
徴
』
で
徂
徠
は

君
子
の
必
須
条
件
に
「
知
命
」
を
付
け
加
え
た
。『
辨
道
』『
辨
名
』
で
示

さ
れ
る
よ
う
な
六
経
理
解
が
『
論
語
徴
』
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
の
通

説
は
、
少
な
く
と
も
「
君
子
」
定
義
に
お
い
て
は
当
た
ら
な
い
。
徂
徠
に

と
っ
て
、『
論
語
』
は
必
ず
し
も
六
経
の
下
位
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
六
経
と
対
等
に
並
ぶ
書
物
で
あ
っ
た
。『
論
語
』
を
重
視
す
る
姿

勢
に
お
い
て
は
、
反
朱
熹
・
反
仁
斎
の
姿
勢
を
前
面
に
打
ち
出
す
『
論
語

徴
』
も
、
依
然
と
し
て
朱
子
学
・
仁
斎
学
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
。

三
　
全
体
の
議
論
と
今
後
の
展
望

　

本
書
の
主
眼
は
、
や
は
り
朱
子
学
と
徂
徠
学
と
の
関
係
を
、
断
絶
よ
り
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も
連
続
の
方
向
か
ら
捉
え
る
点
に
あ
る
。
著
者
は
中
国
哲
学
の
分
野
で
、

朱
子
学
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
成
果
を
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
宋
代
に
お

け
る
朱
子
学
と
道
教
の
関
連
を
実
証
的
に
検
証
し
、
ま
た
明
代
以
後
、
科

挙
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
『
論
語
大
全
』
に
お
け
る
解
釈
の
振

れ
幅
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
、
朱
子
学
そ
の
も
の
の
重
層
性
や
多
面
性
に

光
を
当
て
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
主
題
は
徂
徠
と
崑
崙
で
あ
る

が
、
朱
子
学
に
反
旗
を
翻
し
た
徂
徠
が
、
朱
子
学
を
単
に
否
定
す
る
だ
け

で
な
く
、
自
身
の
学
術
の
基
盤
と
し
て
ひ
そ
か
に
活
用
し
続
け
た
こ
と
の

一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
朱
子
学
の
奥
深
さ
、
幅
広
さ

が
煌
々
と
照
射
さ
れ
て
い
る
。

　

徂
徠
が
朱
子
学
を
修
め
よ
う
と
し
て
、
挫
折
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の

推
測
（
第
一
章
）
も
、
著
者
自
身
、
仮
説
の
域
を
出
な
い
と
断
る
が
、
蓋

然
性
は
皆
無
で
は
な
か
ろ
う
。
王
陽
明
や
仁
斎
も
朱
子
学
の
修
得
に
挫
折

し
た
。
そ
も
そ
も
朱
子
学
は
容
易
に
身
に
つ
け
ら
れ
る
学
問
で
は
な
い
。

本
書
の
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
概
し
て
朱
子
学
批
判
に
は
、
朱
子
学
を
完
全

に
は
体
得
で
き
な
い
ま
ま
、
朱
子
学
と
の
格
闘
を
継
続
す
る
過
程
に
お
い

て
、
朱
子
学
に
改
良
を
加
え
、
い
わ
ば
朱
子
学
の
発
展
型
を
創
造
し
て
い

く
側
面
が
存
在
す
る
、
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
、
徂
徠
の
学
問
を
そ
の
よ

う
な
枠
組
み
の
中
で
捉
え
な
お
し
て
い
る
。

　

ま
た
本
書
が
、
崑
崙
の
校
勘
事
業
と
尚
古
思
想
の
淵
源
を
、
徂
徠
晩
年

の
古
文
辞
学
定
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
朱
子
学
者
時
代
の
徂
徠
の
言
語
研

究
に
見
出
す
と
こ
ろ
も
、
徂
徠
・
崑
崙
の
時
代
の
朱
子
学
が
、
必
ず
し
も

観
念
的
思
惟
ば
か
り
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
校
勘
や
言
語
習
得
と
い
っ

た
実
践
的
な
営
為
と
も
接
続
し
得
る
学
術
と
し
て
学
ば
れ
て
い
た
可
能
性

を
提
示
す
る
。
日
本
に
お
け
る
考
証
学
の
始
ま
り
と
展
開
と
い
う
非
常
に

大
き
な
問
題
を
考
え
る
上
で
も
、
本
書
の
崑
崙
研
究
は
示
唆
に
富
む
議
論

を
含
ん
で
い
る
。

　

本
書
で
は
各
章
を
通
し
て
、
著
者
自
ら
が
自
身
の
論
を
し
ば
し
ば
「
仮

説
」、
ま
た
は
稀
に
「
飛
躍
」
と
し
て
限
定
す
る
。
こ
れ
は
著
者
の
真
摯

な
研
究
態
度
の
表
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
が
、
確
か
に
本
書
は
、
揺

る
ぎ
な
い
定
説
の
集
合
体
と
し
て
よ
り
も
、
魅
力
的
な
仮
説
の
宝
庫
と
し

て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
に
は
将
来
、
否
定
さ
れ
る
説
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
現
段
階
で
は
ま
ず
検
証
を
重
ね
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

朱
子
学
と
徂
徠
学
の
連
続
性
、
ま
た
徂
徠
の
六
経
理
解
が
『
論
語
』
読
解

を
基
盤
に
し
て
い
る
、
な
ど
の
論
は
、
著
者
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ま
だ
仮
説
の
段
階
に
あ
る
。
壮
大
な
論
で
あ
る
か
ら
、
簡
単
に
は
立
証
が

完
結
し
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
今
後
、
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々

な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

特
に
、
朱
子
学
者
時
代
の
徂
徠
に
関
し
て
は
、
大
庭
卓
也
氏
「
荻
生
徂

徠
『
蘐
園
随
筆
』
の
反
響
」（『
文
獻
探
究
』
第
四
十
号
、
二
〇
〇
二
年
）
な

ど
の
重
要
な
先
行
研
究
の
成
果
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
や
は
り
『
蘐
園
随

筆
』
の
読
解
を
中
心
に
、
今
後
、
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
同

時
に
、
徂
徠
が
生
き
た
時
代
の
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
の
実
態
に
つ
い

て
も
研
究
が
深
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
岩
橋
遵
成
『
徂
徠
研
究
』

（
関
書
院
、
一
九
三
四
年
）
で
は
、
服
部
南
郭
の
言
に
し
た
が
い
、
木
下
順

庵
が
「
古
学
派
の
祖
」
と
称
さ
れ
て
い
る
（
三
六
頁
）。
確
か
に
木
門
で

日本思想史学48-書評【念校】　　［出力］ 2016年9月30日　午後4時26分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



207　書　評

は
、
朱
子
学
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
仁
斎
や
徂
徠
と
も
響
き
合
う
と
こ

ろ
の
あ
る
、
多
彩
な
学
問
や
文
芸
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
実
は
ま

だ
解
明
の
余
地
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
徂
徠
が
摂
取
し
た
朱
子
学
が
、
果
た

し
て
現
在
の
我
々
が
想
像
す
る
ほ
ど
《
純
正
》
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
精
査
が
俟
た
れ
る
。

　

な
お
本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
考
の
初
出
時
期
は
二
、
三
十
年
前
で
あ
り
、

当
時
か
ら
現
在
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
に
つ
い
て
筆
者
は
特
に
加
筆
を
行
っ

て
い
な
い
た
め
、
読
者
が
適
宜
補
う
な
ど
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か

し
、
年
月
が
経
っ
て
も
、
著
者
の
視
点
は
新
鮮
な
ま
ま
で
あ
り
、
決
し
て

古
色
を
帯
び
て
い
な
い
。

　

最
後
に
一
言
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
玄

人
向
け
の
研
究
書
で
あ
る
。
記
述
は
あ
た
か
も
数
式
の
ご
と
く
極
限
ま
で

論
理
的
で
あ
り
、
論
の
進
め
方
は
非
常
に
慎
重
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
折

大
胆
で
も
あ
る
。
初
学
者
や
専
門
外
の
読
者
が
気
軽
に
読
め
る
本
で
は
な

い
。
し
か
し
こ
れ
は
本
書
の
汚
点
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、
一
般

読
者
に
諂
う
こ
と
な
く
、
研
究
と
い
う
営
為
の
難
解
さ
、
複
雑
さ
を
無
理

に
包
み
隠
そ
う
と
は
し
な
い
、
本
書
の
よ
う
な
専
門
書
こ
そ
、
学
問
の
水

準
を
引
き
上
げ
、
学
界
に
豊
富
な
栄
養
を
供
給
す
る
。
本
書
が
取
り
上
げ

る
徂
徠
の
『
論
語
徴
』
や
崑
崙
の
『
七
経
孟
子
考
文
』
も
ま
た
正
に
そ
の

よ
う
な
著
述
で
な
か
っ
た
か
。

 

（
大
阪
大
学
専
任
講
師
）

高
山
大
毅
著

『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」

─
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
』

（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
六
年
）

片
　
岡

　
　
龍

　

編
集
委
員
会
か
ら
本
書
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
こ
こ
し
ば
ら
く

荻
生
徂
徠
研
究
か
ら
離
れ
て
い
る
し
、
本
書
の
主
関
心
で
あ
る
徂
徠
没
後

の
徂
徠
学
の
影
響
や
波
及
の
実
態
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
勉
強
し
て
い
な
い

の
で
、
そ
れ
ら
に
詳
し
い
人
と
の
共
同
書
評
の
形
に
で
き
な
い
か
と
相
談

し
て
み
た
が
、
案
の
定
却
下
さ
れ
た
。

　

却
下
の
理
由
も
筋
が
と
お
っ
て
お
り
、
も
は
や
辞
退
も
で
き
ず
、
あ
き

ら
め
て
ワ
ー
プ
ロ
に
向
か
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
予
想
ど
お
り
自
分
に
は

ま
と
も
な
書
評
を
す
る
資
格
の
な
い
こ
と
に
、
い
よ
い
よ
後
悔
が
募
る
ば

か
り
で
あ
る
。

　

本
書
は
「
第
五
回
東
京
大
学
南
原
繁
記
念
出
版
賞
」
受
賞
に
よ
っ
て
品

質
保
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
書
評
会
も
開
か
れ
て
い
る
（
二
〇
一
六
年

八
月
の
徂
徠
研
究
会
）。
い
ず
れ
ま
と
も
な
書
評
は
か
な
ら
ず
出
よ
う
。
高

山
さ
ん
は
じ
め
読
者
に
は
申
し
訳
な
い
が
、
こ
の
書
評
は
、
本
書
を
ダ
シ

に
自
分
の
思
い
を
語
る
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
。
た
だ
、
高
山
さ
ん
は

じ
め
若
い
読
者
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
真
摯
に
語
り
か
け
る
つ
も

り
で
書
い
た
。
憎
ま
れ
口
は
性
癖
ゆ
え
と
、
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

日本思想史学48-書評【念校】　　［出力］ 2016年9月30日　午後4時26分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1


