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を
取
り
扱
っ
た
本
書
は
、
従
来
の
実
践
と
思
想
を
中
心
と
す
る
研
究
に
対

し
て
、
斬
新
な
視
点
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
「
孝
」
と
い

う
徳
目
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
道
徳
史
」
全
体
に
広
げ
る

際
に
、
表
象
文
化
論
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
け
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、

「
孝
」
と
は
、
狭
い
意
味
で
の
「
孝
行
」
の
徳
目
で
あ
る
ほ
か
、
よ
り
広

義
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
道
徳
倫
理
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ

る
。「
孝
」
の
意
味
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
孝
子
」
か
ら
出
発
し
た

「
表
象
文
化
論
の
道
徳
史
」
の
成
果
も
、
思
想
史
研
究
全
般
に
及
ぼ
す
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
本
書
か
ら
読
者
に
投
げ

ら
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
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立
命
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荻
生
徂
徠
研
究
は
、
明
治
期
に
「
功
利
主
義
」
と
の
類
似
性
が
注
目
さ

れ
て
以
来
、
な
が
ら
く
そ
の
著
作
を
哲
学
な
い
し
政
治
思
想
の
考
察
対
象

と
す
る
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
「
日
本
思
想
」
を
対
象
と
し

た
政
治
思
想
史
研
究
が
日
本
で
確
立
さ
れ
る
に
は
丸
山
眞
男
を
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
日
本
に
お
け
る
〈
近
代
化
〉
の
重
要
な
指
標

と
し
て
徂
徠
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
近
現
代
の
日
本
人
が
徂

徠
に
向
け
た
〈
ま
な
ざ
し
〉
が
ど
の
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
か
を
よ
く
物

語
っ
て
い
る
。
ま
た
文
学
研
究
の
領
域
で
も
、
漢
詩
文
制
作
方
法
と
し
て

の
「
古
文
辞
」
は
、
明
治
期
か
ら
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
一
九

七
〇
年
代
に
な
っ
て
吉
川
幸
次
郎
が
徂
徠
の
語
学
説
と
文
学
説
、
す
な
わ

ち
「
古
文
辞
」
に
関
す
る
議
論
を
儒
学
説
（
哲
学
）
に
先
立
つ
学
問
方
法

論
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
が
始
ま
っ
た
。
吉
川

の
議
論
は
、
す
で
に
村
岡
典
嗣
が
本
居
宣
長
に
つ
い
て
発
見
し
た
構
図
で

は
あ
っ
た
が
、
徂
徠
の
「
古
文
辞
」
論
を
文
学
研
究
と
い
う
狭
い
枠
内
に

と
ど
め
ず
、
思
想
史
研
究
と
の
連
動
性
を
強
く
求
め
た
点
で
重
要
で
あ
っ

た
。
宣
長
が
徂
徠
の
方
法
論
を
「
領
有
」
し
て
い
た
以
上
、
吉
川
の
議
論
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は
当
然
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
近
代
日
本
の
中
国
学

に
絶
大
な
影
響
を
誇
っ
た
「
京
大
シ
ナ
学
」
の
碩
学
が
指
摘
し
た
こ
と
の

意
義
は
大
き
か
っ
た
。

　

徂
徠
の
伝
記
研
究
の
嚆
矢
と
も
い
え
る
岩
橋
遵
成
『
徂
徠
研
究
』
が
早

く
か
ら
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
徂
徠
の
業
績
は
「
経
学
」「
経
世
論
」

や
「
漢
詩
文
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
子
研
究
や
兵
学
・
医
学
な
ど
多
岐
に

わ
た
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
研
究
は
多
く
あ

る
が
、
相
互
の
関
係
性
と
な
る
と
、
扱
う
べ
き
領
域
が
広
す
ぎ
る
た
め
か
、

全
体
を
き
ち
ん
と
整
理
し
た
も
の
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
個
々
の
領
域

の
な
か
で
徂
徠
の
位
置
が
説
明
さ
れ
れ
ば
よ
い
方
で
、
多
く
は
丸
山
や
吉

川
の
議
論
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
徂
徠
の
多
面
性
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
徂
徠
の
活
動
の
全
体
像
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

伝
記
的
な
〈
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
〉
の
な
か
で
徂
徠
の
さ
ま
ざ
ま
な
業
績
を
紹
介

す
る
の
で
は
な
く
、
徂
徠
論
と
し
て
そ
の
全
体
像
を
語
る
た
め
に
は
、
徂

徠
の
業
績
を
羅
列
す
る
こ
と
や
、
日
本
に
お
け
る
前
後
の
動
向
の
な
か
に

徂
徠
を
位
置
づ
け
る
こ
と
だ
け
で
は
達
成
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
東
ア
ジ

ア
の
同
時
代
の
思
想
動
向
、
さ
ら
に
は
文
化
的
事
象
す
べ
て
に
わ
た
る
動

向
を
視
野
に
入
れ
た
〈
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
〉
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
が
こ
う
し
た
要
請
に
十
分
に
応
え
て
い
る
と
ま
で
言
う
つ
も
り
は

な
い
。
む
し
ろ
本
書
の
特
色
は
、
上
述
し
た
こ
と
が
現
在
の
徂
徠
研
究

に
お
け
る
も
っ
と
も
緊
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
う
え

で
、
そ
れ
を
解
決
す
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
一
冊
の
著
作
と
し
て
編

み
込
ん
だ
こ
と
に
あ
る
。「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
見

る
と
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
各
章
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
〇
八
年
に
か
け

て
の
も
の
と
、
二
〇
一
四
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
の
も
の
と
に
大
別
で

き
る
。
な
か
で
も
後
半
の
論
文
群
に
は
、
著
者
が
日
本
ば
か
り
で
な
く
東

ア
ジ
ア
の
同
時
代
的
動
向
と
の
関
係
性
を
強
く
意
識
し
だ
し
た
こ
と
が
窺

え
る
。
こ
の
問
題
意
識
は
「
序
論
」
と
「
結
論
」
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
に

示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
前
に
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て

簡
単
な
コ
メ
ン
ト
と
と
も
に
順
次
紹
介
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　

本
書
は
三
部
構
成
で
、
第
一
部
は
「
荻
生
徂
徠
の
医
学
、
兵
学
、
文
学

（
詩
文
論
）」
と
題
さ
れ
、
徂
徠
の
活
動
の
初
期
に
展
開
さ
れ
た
儒
学
以
外

の
議
論
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
徂
徠
論
を
始
め
た
こ
と
に
著
者
の

工
夫
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
本
書
全
体
の
副
題
に
医
学
・
兵
学
が
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
医
学
・
兵
学
を
扱
っ
た
議
論
が
第
一
章

だ
け
で
あ
り
、
な
お
か
つ
徂
徠
の
初
期
思
想
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
第
一
部
で
は
「
訳
学
」
や
文
学
理
論
と
し
て
の

「
古
文
辞
」
な
ど
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
著
者
の
意
図
が
、
徂

徠
の
問
題
関
心
が
そ
の
当
初
に
お
い
て
も
多
様
な
広
が
り
を
も
っ
て
い
た

こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　

第
一
章
に
戻
る
と
、
あ
ま
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
『
徂
徠
先
生
医

言
』
や
『
孫
子
国
字
解
』
を
取
り
あ
げ
た
点
、
ま
た
医
学
・
兵
学
に
通
底

す
る
認
識
と
し
て
「
活
物
」
的
な
自
然
観
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
た
点

も
評
価
に
値
す
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
最
晩
年
に
『
鈐
録
』
が
書
か
れ
、

徂
徠
が
明
代
経
由
の
新
し
い
軍
事
技
術
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
考
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え
る
と
、
初
期
の
兵
学
に
関
す
る
問
題
意
識
が
徂
徠
の
な
か
で
い
か
に
維

持
ま
た
は
発
展
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

家
系
上
の
関
係
か
ら
徂
徠
が
「
朱
医
方
」
系
の
人
々
と
深
く
交
流
し
て
い

た
こ
と
以
外
に
も
、
新
興
の
「
古
医
方
」
系
に
属
す
る
芳
村
恂
益
の
『
二

火
弁
妄
』
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
医
学
に
つ

い
て
も
検
討
す
べ
き
課
題
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
徂
徠
の
思
想

的
変
遷
と
そ
こ
に
お
け
る
医
学
・
兵
学
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の

展
望
に
関
し
て
も
著
者
な
り
の
見
通
し
が
示
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
文
学
（
詩
文
論
）
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
第

二
章
は
明
代
の
古
文
辞
派
に
関
す
る
議
論
で
、
第
四
章
で
は
徂
徠
以
前
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
日
本
に
お
け
る
明
代
古
文
辞
派
受
容
の
歴
史
が
語
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
間
に
徂
徠
の
「
訳
学
」
を
論
じ
た
第
三
章
が
挟
ま
れ
て
い
て
、

そ
こ
で
は
『
訓
訳
示
蒙
』
総
論
と
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
が
取
り
あ
げ
ら
れ

て
、
徂
徠
の
「
訳
学
」
が
「
音
読
」
と
「
看
書
」
と
い
う
二
つ
の
方
法
論

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
第
三
章
と
、
明

代
古
文
辞
派
、
と
り
わ
け
李
攀
龍
と
王
世
貞
の
詩
文
に
関
す
る
「
理
論
」

を
扱
っ
た
第
二
章
と
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
徂
徠
が
語
る
「
古

文
辞
」
論
だ
け
を
扱
っ
て
き
た
従
来
の
研
究
に
較
べ
る
と
、
時
間
的
・
空

間
的
な
幅
が
与
え
ら
れ
た
分
だ
け
、
徂
徠
の
議
論
に
関
す
る
分
析
も
よ
り

緻
密
に
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
点
が
本
書
の
最
大

の
成
果
で
、
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
非
常
に
多
い
。
今
後
の
徂
徠
研
究
で
は
、

本
書
の
議
論
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

文
学
（
詩
文
論
）
に
関
し
て
は
著
者
に
よ
る
多
く
の
有
益
な
知
見
が
示

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
第
二
章
に
つ
い
て
の
み
取
り
あ
げ
る
。
第
二
章
で
は
、
明
代
古

文
辞
派
の
人
々
が
「
古
文
辞
」
に
独
自
の
「
法
」
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
宋
代
で
は
詩
人
た
ち
の
「
意
」、

す
な
わ
ち
「
情
感
」
は
、
文
学
と
し
て
表
出
さ
れ
る
以
前
の
「
人
性
」
的

問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
明
代
古
文
辞
派
の
人
々
は
そ
れ
が

文
学
的
表
現
と
い
う
形
式
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た

の
で
あ
る
。
文
体
論
と
修
辞
論
を
一
体
化
し
た
「
文
学
理
論
」
の
成
立

と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
さ
ら
に
著
者
は
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
「
評
点

学
」
に
着
目
し
、
そ
れ
が
明
代
古
文
辞
派
に
お
け
る
「
法
」
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
章
は
明
代
古
文
辞
派
に
関
す
る
議
論
で

は
あ
る
が
、
吉
川
幸
次
郎
の
「
徂
徠
学
案
」
に
依
拠
し
て
き
た
こ
れ
ま
で

の
徂
徠
研
究
の
水
準
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
で
き
る
。
た

だ
「
文
学
理
論
」
と
し
て
明
代
古
文
辞
派
を
扱
う
以
上
は
仕
方
が
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
王
世
貞
の
議
論
に
寄
り
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
点
が
気

に
な
る
。
徂
徠
が
安
藤
東
野
と
自
身
の
文
章
を
李
攀
龍
を
モ
デ
ル
と
す
る

「
李
于
麟
体
」
と
呼
び
つ
つ
、
自
分
た
ち
の
「
古
文
辞
」
的
な
表
現
方
法

が
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
徂

徠
に
お
け
る
「
古
文
辞
」
な
る
も
の
が
い
か
な
る
文
体
な
の
か
に
つ
い
て

さ
ら
に
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
は
著
者
ば
か

り
で
な
く
、
今
後
の
徂
徠
研
究
全
体
の
課
題
で
も
あ
る
。

　

第
二
部
は
「
漢
文
圏
に
お
け
る
荻
生
徂
徠
の
儒
学
」
と
題
さ
れ
、
徂
徠

日本思想史学50-書評-【再校】　　［出力］ 2018年9月21日　午後2時37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



217　書　評

の
代
表
的
な
作
品
を
対
象
に
経
学
的
方
法
論
と
し
て
の
「
古
文
辞
学
」
を

緻
密
に
分
析
し
、
そ
の
議
論
が
清
朝
と
朝
鮮
朝
の
人
々
に
与
え
た
影
響
を

述
べ
た
第
五
章
（
方
法
と
し
て
の
古
文
辞
学
）
と
、
徂
徠
に
お
け
る
「
聖
人

の
道
」
の
分
析
と
中
国
・
日
本
に
お
け
る
他
の
政
治
改
革
論
と
比
較
し
た

第
六
章
（
歴
史
認
識
と
政
治
思
想
）
と
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

第
五
章
に
つ
い
て
言
え
ば
、
評
者
も
ま
た
か
な
り
以
前
に
「〈
方
法
〉

と
し
て
の
古
文
辞
学
」
と
い
う
同
名
の
論
文
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
従
来
論
議
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
文
学
的
な
方
法
論
と
し
て
で
は
な

く
、
経
学
と
も
通
底
し
た
〈
方
法
〉
と
し
て
「
古
文
辞
学
」
な
る
も
の
が

存
在
し
、
か
つ
そ
れ
は
言
語
論
を
媒
介
と
し
た
認
識
論
的
な
手
続
き
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
「
仮
説
的
」
に
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
書
の
場
合
は
、
す
で
に
「
古
文
辞
学
」
が
経
学
的
な
方
法
論
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
、
明
代
の
文
学
と
経
学
と
の
接
点
に
あ
る
「
評
点
学
」
を
取

り
あ
げ
、
さ
ら
に
は
清
朝
や
朝
鮮
朝
に
お
け
る
「
考
証
学
」
的
な
学
問
と

の
比
較
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
徂
徠
に
お
け
る
特
質
を
浮
か
び
あ
が
ら

せ
よ
う
と
す
る
。
本
章
は
「
古
文
辞
学
」
の
内
容
の
説
明
と
し
て
は
、
現

在
も
っ
と
も
充
実
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
著
者
が
重
視
し
て
い
る

明
末
の
「
経
書
評
点
学
」
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
に
説
明
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
文
学
的
な
修
辞
法
だ
け
で
な
く
、
言
語
的
手
続
き
に
基
づ
く
と
さ

れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
「
古
文
辞
学
」
へ
の
方
法
的
説
明
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
よ
り
突
っ
込
ん
だ
議
論
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
六
章
は
、
徂
徠
の
歴
史
認
識
や
政
治
思
想
を
扱
っ
た
点
で
、
こ
れ
ま

で
の
思
想
史
研
究
に
お
け
る
徂
徠
論
に
も
っ
と
も
接
近
し
て
い
る
。
た
だ

し
本
章
の
組
み
立
て
は
か
な
り
複
雑
で
、「
方
法
と
し
て
の
古
文
辞
学
」

が
秦
漢
以
前
の
「
古
文
辞
」
を
読
解
す
る
方
法
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
代

中
国
の
歴
史
的
変
化
を
理
解
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
制
度
改
革
を
構
想
す
る

こ
と
に
「
応
用
」
さ
れ
た
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
徂
徠
の
「
聖
人
の

道
」
が
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
古
代
中
国
か
ら
日
本
へ
と
い
う
歴
史
に
対
す

る
問
題
意
識
の
転
換
が
新
井
白
石
と
の
対
比
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
最
後
に

同
じ
く
宋
明
理
学
か
ら
の
脱
却
を
試
み
た
明
末
清
初
の
顧
炎
武
と
日
本
の

山
鹿
素
行
と
の
比
較
か
ら
「
儒
教
政
治
思
想
史
」
に
お
け
る
徂
徠
の
立
場

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
問

題
を
組
み
入
れ
た
た
め
に
、
著
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
多
く
の
優
れ
た
指

摘
が
す
ん
な
り
と
読
者
に
了
解
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
も
残
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
第
五
章
に
お
け
る
「
古
文
辞
学
」
の
定
義
と
同
様
に
第
六
章
に

お
い
て
も
、
も
っ
と
も
肝
腎
の
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
儒
教
政
治
思

想
史
」
な
る
も
の
が
不
明
瞭
な
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
点
は
、
本
書
の
細

部
に
わ
た
る
指
摘
が
重
要
で
あ
る
だ
け
に
惜
し
ま
れ
る
。

　

第
三
部
は
「
漢
文
圏
に
お
け
る
徂
徠
学
派
」
と
題
さ
れ
、「
徂
徠
学
派

文
士
」
と
著
者
が
呼
ぶ
徂
徠
の
門
人
や
そ
の
後
継
者
た
ち
と
朝
鮮
通
信
使

と
の
交
流
や
、
か
れ
ら
が
清
朝
の
学
術
・
文
学
に
い
か
な
る
評
価
を
下
し

て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
七
章
は
、
朝

鮮
通
信
使
の
来
日
に
よ
っ
て
生
じ
た
交
流
が
丁
寧
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
交
流
」
と
い
っ
て
も
、
近
年
の
文
学
研
究
が
描
く
よ
う
な
「
和
気
藹
々
」

と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
通
信
使
側
が
日
本
の
漢
詩
文
に
お
け
る
技
術
向

日本思想史学50-書評-【再校】　　［出力］ 2018年9月21日　午後2時37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



日本思想史学50〈2018〉　218

上
に
関
心
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、「
徂
徠
学
派
文
士
」

は
自
分
た
ち
の
学
術
や
文
学
に
対
す
る
「
過
度
」
な
自
己
評
価
か
ら
、
朝

鮮
朝
を
見
下
す
よ
う
な
「
優
越
意
識
」
を
生
じ
て
さ
せ
て
い
た
と
指
摘
し

て
い
る
点
は
、
著
者
の
鋭
い
問
題
意
識
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
第
八
章
に
お
い
て
も
同
様
で
、
第
三
章
で
扱
わ
れ
た
「
訳
学

（
唐
話
学
）」
が
再
び
取
り
あ
げ
ら
れ
、
徂
徠
を
始
め
と
す
る
「
徂
徠
学

派
文
士
」
が
、「
唐
話
」
学
習
か
ら
言
語
に
関
す
る
認
識
を
深
め
る
一
方

で
、
長
崎
に
在
住
す
る
「
唐
通
事
」
や
、
か
れ
ら
と
交
流
の
あ
っ
た
「
来

日
華
人
」
を
見
下
す
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

さ
ら
に
清
朝
を
満
州
族
が
支
配
す
る
「
胡
土
」
と
し
、
か
え
っ
て
日
本

を
「
華
」
と
す
る
優
越
意
識
も
生
ま
れ
、
幕
末
の
「
国
体
論
」
へ
と
展
開

し
て
ゆ
く
と
い
う
「
見
通
し
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
こ
の
「
見
通

し
」
は
徳
川
中
期
以
降
か
ら
近
代
ま
で
を
射
程
に
入
れ
た
日
本
思
想
史
を

構
想
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
示
唆
と
な
ろ
う
。

　

序
論
と
結
論
は
、
最
後
の
第
八
章
に
呼
応
し
て
お
り
、「
古
文
辞
学
」

が
確
立
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、「
徂
徠
学
派
文
士
」
が
、
当
時
に
お
い
て
日

本
こ
そ
が
も
っ
と
も
「
古
の
中
華
」
に
近
い
と
い
う
優
越
意
識
を
強
め
て

い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
日
本
が
「
武
国
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
も

加
味
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
「
武
国
」
意
識
に

関
し
て
は
、
第
六
章
の
一
節
で
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
議
論
が
十
分
に

尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
徳
川
日
本
の
思
想
を
検
証
す
る
際

に
「
文
」
だ
け
で
な
く
「
武
」
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
と
い
う
著
者
の
指

摘
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
が
、
日
本
の
儒
学
者
の
な
か
で
も
突
出
し
て

「
文
」
を
意
識
し
た
「
古
文
辞
学
派
」
の
人
々
が
、「
武
」
に
お
い
て
も
他

の
儒
学
者
よ
り
も
強
く
反
応
し
た
と
い
う
問
題
は
、
制
度
改
革
と
い
う
政

治
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
深
め
ら
れ
た
地
平
、
す
な
わ
ち
「
古
文
辞

学
」
の
方
法
論
の
な
か
で
探
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
が
本

書
を
出
発
点
と
し
て
さ
ら
に
研
究
を
深
め
る
う
え
で
の
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う

が
、
同
時
に
今
後
の
日
本
思
想
史
研
究
や
東
ア
ジ
ア
思
想
史
研
究
に
お
い

て
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
指
摘
し
た
い
こ
と
は
「
漢
文
圏
」
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
は

序
論
で
、「
近
代
」
か
ら
の
視
点
や
欧
米
か
ら
の
命
名
で
あ
る
「
東
ア
ジ

ア
」
を
避
け
て
、「
漢
文
圏
」
と
い
う
概
念
を
採
用
し
た
と
述
べ
る
。
同

時
に
「
宋
学
的
な
思
惟
様
式
、
文
学
ス
タ
イ
ル
」
が
主
流
だ
っ
た
の
が

「
漢
文
圏
」
な
の
だ
か
ら
、「
東
ア
ジ
ア
近
世
」
を
「
宋
学
の
近
世
」
と
捉

え
直
し
て
も
よ
い
と
す
る
。「
漢
文
圏
」
と
「
宋
学
」
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
は
、
思
想
領
域
だ
け
で
な
く
、
文
学
や
医
学
・
兵
学
と
い
っ
た
領
域

を
加
え
て
さ
ら
に
精
緻
化
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
時
空
間
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
と

く
に
異
議
は
な
い
。
た
だ
し
「
漢
文
圏
」
と
い
う
設
定
も
注
意
深
く
扱
わ

な
い
と
、
著
者
が
避
け
よ
う
と
し
た
近
代
主
義
的
な
発
想
、「
宋
学
的
な

諸
様
式
」
を
正
統
と
し
、
そ
れ
以
外
を
異
端
と
す
る
よ
う
な
二
元
論
的
な

図
式
に
陥
り
か
ね
な
い
。
こ
の
点
に
一
抹
の
危
惧
を
覚
え
た
。

　

十
五
世
紀
以
降
の
東
ア
ジ
ア
で
は
、「
宋
学
的
な
諸
様
式
」
を
正
統
と

す
る
認
識
も
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
再
生
産
さ
れ
た
も
の

は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
様
式
か
ら
す
で
に
逸
脱
し
て
い
た
し
、
ま
た
そ
れ
へ
の
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219　書　評

対
抗
と
し
て
登
場
し
た
陽
明
学
・
朝
鮮
実
学
・
古
文
辞
学
は
異
端
で
は
な

く
、
む
し
ろ
正
統
意
識
の
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
注
目

さ
れ
る
の
が
、
本
書
で
は
比
較
的
言
及
が
少
な
い
朝
鮮
王
朝
の
動
向
で
あ

る
。
朝
鮮
王
朝
こ
そ
も
っ
と
も
「
宋
学
的
な
諸
様
式
」
が
主
流
を
占
め
て

い
た
地
域
で
あ
り
、「
古
文
辞
派
」

─
韓
国
で
は
「
擬
古
文
派
」
な
い

し
「
秦
漢
擬
古
派
」
と
呼
ぶ

─
も
存
在
し
た
が
、「
派
」
と
呼
ぶ
の
が

躊
躇
さ
れ
る
ほ
ど
に
相
互
に
関
わ
り
の
少
な
い
人
々
が
異
な
る
時
期
に
関

心
を
抱
い
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
陽
明
学
や
清
朝

の
学
術
へ
の
態
度
と
も
共
通
す
る
が
、
朝
鮮
王
朝
の
〈
思
想
史
〉
に
お
け

る
「
地
下
水
脈
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
か
ら
朝
鮮
王
朝

に
お
い
て
「
地
下
水
脈
」
だ
っ
た
も
の
が
、
な
ぜ
徳
川
日
本
で
は
表
舞
台

に
浮
上
し
、
一
時
的
と
は
い
世
間
を
席
巻
す
る
よ
う
な
動
向
を
示
し
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
問
題
式
を
解
く
に
は
「
武
」
と
い

う
関
係
項
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
「
俗
」（
＝「
大
衆

化
」）
と
い
う
項
目
を
立
て
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
評
者

の
問
題
関
心
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
つ
い
で
に
指
摘
し
て
お
く
。

�

（
恵
泉
女
学
園
大
学
名
誉
教
授
）

西
村
玲
著

『
近
世
仏
教
論
』

（
法
蔵
館
・
二
〇
一
八
年
）

藤
　
井
　
　
淳

　

本
書
は
二
〇
一
六
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
故
・
西
村
玲
氏
が
生
前
に
発
表

し
た
論
文
を
末
木
文
美
士
・
曽
根
原
理
・
前
川
健
一
の
三
氏
が
中
心
と
な

っ
て
編
集
・
校
正
し
た
も
の
で
、
西
村
玲
氏
の
遺
稿
集
で
あ
る
。
評
者
は

西
村
氏
と
研
究
分
野
は
離
れ
て
い
る
が
、
氏
と
交
友
が
あ
り
、
日
本
思
想

史
学
会
か
ら
の
依
頼
で
書
評
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
書
の
性
格

上
、
通
常
の
書
評
と
異
な
る
形
と
な
る
こ
と
を
諒
解
せ
ら
れ
た
い
。

　

最
初
に
著
者
で
あ
る
西
村
玲
氏
の
略
歴
を
紹
介
す
る
。
氏
は
一
九
七
二

年
東
京
に
生
ま
れ
、
東
北
大
学
文
学
部
を
卒
業
し
、
同
大
学
博
士
課
程

を
修
了
、
博
士
（
文
学
）
を
取
得
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
学
術
振
興
会

特
別
研
究
員
（SPD

）
等
を
経
、
二
〇
〇
八
年
に
博
士
論
文
を
元
に
し
た

『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創

─
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ

ュ
ー
、
以
下
『
普
寂
』
と
略
す
る
）
を
刊
行
、
二
〇
〇
九
年
に
「
普
寂
を
中

心
と
す
る
日
本
近
世
仏
教
思
想
の
研
究
」
に
よ
り
、
第
六
回
日
本
学
術
振

興
会
賞
を
受
賞
し
、
さ
ら
に
受
賞
者
の
中
で
特
に
優
れ
た
業
績
に
与
え
ら

れ
る
日
本
学
士
院
学
術
奨
励
賞
を
翌
年
に
受
賞
し
た
。
そ
の
後
も
本
書
に

収
め
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