
〔書
　
評
〕

本
書
は
、
も
と
も
と
日
本
近
世
思
想
史
の
専
門
家
で
あ
り
、
近
代

経
済
史
に
つ
い
て
も
、
数
々
の
論
争
的
な
実
証
研
究
を
発
表
し
て
こ

ら
れ
た
著
者
が
、
「学
者
人
生
―
あ
る
い
は
生
物
学
的
人
生
―
の
決

算
報
告
の
ひ
と
つ
」
（あ
と
が
き
）
と
し
て
、　
一
九
七
二
年
か
ら
二

〇
〇
三
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
諸
論
文
の
内
か
ら

一
九
本
を
選

び
、　
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「素
朴
実
証
主
義
」
が

み
ず
か
ら
の
研
究
方
法
で
あ
る
と
自
称
す
る
著
者
は
、
旧
来
の
研
究

史
に
対
す
る
鋭
い
批
判
的
姿
勢
に
お
い
て

一
貫
し
て
お
り
、
と
り
わ

け
そ
の
批
判
の
鉾
先
は
、
山
田
盛
太
郎

・
大
塚
久
雄
両
氏
の
学
説
に

向
け
ら
れ
、
そ
の
理
論
的
後
継
者
の
ひ
と
り
と
目
さ
れ
る
評
者
も
し

ば
し
ば
批
判
の
槍
玉
に
上
が

っ
て
い
る
。
大
阪
経
済
大
学
日
本
経
済

藤
田
貞

一
郎
著

『近
代
日
本
経
済
史
研
究
の
新
視
角
―
―
国
益
思
想
・
市
場
・
同
業
組
合
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
―
―
』

石

井

寛

治

史
研
究
所
が
、
本
書
の
合
評
会
の
報
告
者
と
し
て
私
を
指
名
し
て
来

ら
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
、

二
〇
〇
三
年

一
二
月
六
日
の
合
評
会
に
お
い
て
行
な
っ
た
報
告
で
あ

２つ
。第

一
部

「国
益
思
想
」
は
、
二
つ
の
章
か
ら
な
る
。
第

一
章

「近

代
日
本
製
紙
業
発
達
史
」
に
お
い
て
、
著
者
は
百
武
安
兵
衛
に
よ
る

椿
紙
製
造
会
社
を
、
「国
益
」
を
志
向
す
る
日
本
初
の
近
代
的
製
紙

経
営
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
百
武
は
大
坂
の
十
人
両
替
平
野
屋
五
兵

衛
の
分
家
で
あ
り
、
そ
う
し
た
旧
特
権
商
人
が
対
外
経
済
自
立
と
い

う
民
族
的
役
割
を
果
た
し
、
「国
益
」
を
守
ろ
う
と
し
た
興
味
深
い

事
例
で
あ
る
。
そ
う
言
え
ば
、
著
者
が

『国
益
思
想
の
系
譜
と
展
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開
』
で

「市
井
の

一
庶
民
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
西
村
郡
司
も
、
江

戸
出
身
で
横
浜
に
お
い
て
大
活
躍
し
、
後
に
千
葉
県
き
っ
て
の
大
地

主
に
転
化
し
た
存
在
で
あ
る
。
洋
紙
製
造
資
本
の
発
展
が
、
間
屋
資

本
を
従
属
さ
せ
て
い
く
話
が
、
明
治
前
期
か
ら
説
か
れ
る
の
は
少
し

早
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
第
二
部
で
著
者
が
力
説
す
る

「間
屋
資

本
主
義
」
の
持
続
性
の
議
論
と
も
饂
館
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
こ
こ
で
の
著
者
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の

「国
益
」
思
想

で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
明
治

一
三
年
に
設
立
さ
れ
た
製
紙
所
連
合
会

は
、
明
治
末
年
に
カ
ル
テ
ル
化
す
る
ま
で
は
工
業
自
立
を
目
指
す

「国
益
」
思
想
の
権
化
で
あ

っ
た
と
す
る
。
「近
世
経
済
思
想
の
研

究
』
に
お
い
て
、
徳
川
期

・
明
治
期
の

「国
益
」
思
想
と
は
、
政
治

と
経
済
の
分
離
を
な
し
と
げ
た
経
済
概
念
装
置
だ
と
指
摘
さ
れ
た
著

者
は
、
明
治
初
年
の
百
武

・
西
村
と
い
っ
た
国
家
的
利
害
と
つ
な
が

る
旧
特
権
商
人
を
担
い
手
と
す
る

「国
益
」
を
、
国
民
的
利
害
と
の

関
わ
り
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

評
者
は
、
こ
れ
は
明
治
維
新
変
革
の
民
族
的
側
面
を
巡
る
井
上
清
氏

と
遠
山
茂
樹
氏
の
対
立
に
ま
で
遡
る
必
要
の
あ
る
重
要
な
論
点
で
は

な
い
か
と
思
う
。
第
二
章

「外
国
貿
易
の
中
の
市
場
」
で
は
、
清
国

と
の
交
易
の
重
要
性
を
説
い
た
明
治
五
～
六
年
当
時
の
建
白
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
が
、
著
者
が
と
く
に
重
視
さ
れ
る
や
や

後
の
明
治

一
三
年
の
建
自
で
あ
る

（史
料

一
八
）
の
い
う
日
本
を
ア

メ
リ
カ

・
ア
ジ
ア
の
中
継
貿
易
の
拠
点
と
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
当

時
の
日
本
の
貿
易
商
社
の
実
力
で
は
到
底
無
理
な
理
想
論
だ

っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
部

「市
場
」
は
、
第
二
章
か
ら
第

一
二
章
ま
で
の

一
〇
章
か

ら
な
り
、
山
田
盛
太
郎
氏
の

『日
本
資
本
主
義
分
析
』
と
、
そ
れ
を

継
承
す
る
大
石
嘉

一
郎
氏
や
評
者
の
産
業
革
命
研
究

へ
の
痛
烈
な
批

判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
批
判
が
纏
め
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
第
二
章

「産
業
革
命
と
市
場
問
題
」
お
よ
び
第
四
章

「
日
本
資
本
主
義
発
達
史
に
お
け
る
国
内
商
業
の
変
革
過
程
」
に

絞

っ
て
検
討
し
よ
う
。
著
者
は
、
産
業
革
命
が
賃
労
働
者
階
級
の
体

制
的
成
立
を
意
味
す
る
点
を
重
視
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
日
用
品
小

売
市
場
の
広
汎
な
展
開
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
同

一
労
働
市
場
圏
で
の
日
用
品
の
標
準
定
価
売
り
が
成
立
し
、
②
現
金

売
り
が
成
立
す
る
こ
と
、
③
日
用
品
市
場
が
毎
日
開
か
れ
て
い
る
こ

と
、
④

「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
可
能
と
す
る
小
売
市
場

な
い
し
は
小
売
店
な
ら
び
に
異
業
種
小
売
店
の
集
合
す
る
商
店
街
が

成
立
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
公
設
小
売
市
場
は
こ
れ

ら
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
賃
労
働
の
展
開
を
支
え
る
上
で

決
定
的
な
意
味
を
も

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
産
業
革
命
研
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究
は
、
そ
の
核
心
的
論
点
の
検
討
を
怠

っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ

２つ
。こ

の
批
判
は
確
か
に
当
た
っ
て
い
る
部
分
が
多
い
と
思
う
。
大
石

嘉

一
郎
編

『日
本
産
業
革
命
の
研
究
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七

五
年
）
の
執
筆
に
参
加
し
た
評
者
も
、
産
業
革
命
研
究
が
民
衆
の
生

活
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
か
を
さ
ら
に
立
ち
入

っ
て
究
明
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
反
省
を

『近
代
日
本
経
済
史
を
考
え
る
』
（有
斐
閣
、

一
九
七
六
年
）
に
記
し
、
『近
代
日
本
の
商
品
流
通
』
（東
京
大
学
出

版
会
、

一
九
八
六
年
）
に
お
い
て
、
そ
の
問
題

へ
の
接
近
を
試
み
た

が
、
不
十
分
な
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
、
日
本
の
よ
う
な
後

進
国
の
産
業
革
命
を
考
え
る
場
合
に
、
著
者
の
よ
う
に
、
「女
房
子

供
か
ら
な
る
家
族
も
ち
の
通
勤
型
成
年
男
子
が
賃
銀
労
働
者
の
中
核

と
な

っ
て
は
じ
め
て
、
女
房
が
日
用
品
の
ワ
ン
ス
ト
ツ
プ
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
に
出
掛
け
る
余
裕
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と

か
ら
、
大
正

・
昭
和
初
年
に
産
業
革
命
の
終
了
を
求
め
る
の
は
、
話

が
逆
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
通
勤
型
成
人
男
子
労
働

者
は
、
日
本
で
は
主
と
し
て
重
化
学
工
業
の
労
働
者
を
指
し
て
お

り
、
彼
等
が
賃
労
働
者
の
中
心
と
な
る
こ
と
を
も

っ
て
産
業
革
命
の

終
了
と
み
な
す
古
島
敏
雄
氏
や
星
埜
惇
氏
ら
の
よ
う
な
見
方
も
あ
る

が
、
評
者
は
そ
う
し
た
産
業
革
命
概
念
で
は
日
本
の
よ
う
な
後
進
国

の
産
業
革
命
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
考
え
る
山
田
説
以
来

の
通
説
的
理
解
に
立
っ
て
い
る
。
通
説
的
理
解
で
は
、
明
治
末
期
に

終
了
す
る
産
業
革
命
期
に
は
、
繊
維
工
業
に
お
け
る
寄
宿
舎
型
の
女

子
労
働
者
が
賃
労
働
者
の
中
核
で
あ
り
、
数
少
な
い
重
化
学
工
業
の

男
子
労
働
者
は
都
市
下
層
社
会
の
中
で
貧
民
と

一
緒
に
生
活
し
て
い

た
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
公
設
市
場
は
な
い
が
、
寄
宿
舎

出
入
り
商
人
や
近
世
以
来
の
伝
統
的
な
都
市
小
売
商
業
に
依
存
す
る

形
で
賃
労
働
者
の
生
活
が
保
た
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う

な
問
題
の
分
析
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
今
後
の
検

討
に
残
さ
れ
た
部
分
が
多
い
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
そ
う
し
た
評
者
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
大
正
七
年

の
米
騒
動
を
契
機
に
、
と
く
に
大
阪

・
京
都
を
始
め
と
す
る
西
日
本

で
発
展
し
、
東
京
に
も
現
わ
れ
た
公
設
小
売
市
場
は
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
著
者
た
ち
に
よ
る
実

証
研
究
か
ら
学
ぶ
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
評
者
は
、
公
設
小
売
市

場
な
る
も
の
は
近
代
都
市
に
お
い
て
大
小
の
商
店
街
が
日
用
品
市
場

の
中
心
と
な
る
ま
で
の
過
渡
期
に
お
け
る
存
在
と
し
て
重
要
な
意
味

を
も
っ
た
よ
う
に
思
う
。
公
設
小
売
市
場
の
設
立
に
さ
い
し
て
は
、

賃
労
働
者
に
止
ま
ら
ず
よ
り
広
い
都
市
住
民
の
生
活
が
問
題
に
さ
れ

て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
者
が
、
市
場
問
題
発
生
の
画
期
を
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示
す
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
る
明
治
四
〇
年
の
京
都
帝
大
教
授
戸
田

海
市
の
論
文
が
批
判
す
る
御
用
聞
き
や
行
商
に
よ
る
取
引
は
、
学
者

や
官
吏
な
い
し
会
社
職
員
、
商
店
主
な
ど
の
中
産
階
級
を
念
頭
に
お

い
た
も
の
で
あ
り
、
大
正
八
年
の

『京
都
日
出
新
聞
』
の
同
様
な
社

説
も

「中
産
階
級
改
善
策
」
と
題
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
公

設
小
売
市
場
の
開
設
の
ラ
ッ
シ
ュ
を
生
ん
だ
と
い
う
米
騒
動
の
場

合
、
米
価
上
昇
の
打
撃
を
も

っ
と
も
酷
く
受
け
、
騒
動
の
中
心
的
主

体
と
な
っ
た
の
は
、
賃
上
げ
闘
争
を
戦

い
う
る
職
工
た
ち
で
は
な

く
、
そ
う
し
た
賃
上
げ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
都
市
雑
業
層
だ

っ
た
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
公
設
さ
れ
た
小
売

市
場
に
や
っ
て
き
て
、
そ
こ
を
利
用
し
た
の
は
、
著
者
の
言
う
通
勤

型
成
人
男
子
労
働
者
の
女
房
た
ち
だ
け
で
な
く
、
も
う
少
し
広
く
都

市
市
民

一
般
だ

っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
少
な
く
と
も
東
京
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
、
六
年
こ
ろ
か
ら
、

市
当
局
は
公
設
小
売
市
場
の
縮
小
政
策
を
取
り
始
め
た
と
言
わ
れ
、

商
店
街
が
広
く
普
及
し
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
全
国
的
に
は
ど
う

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
部

「同
業
組
合
」
は
、
第

一
三
章
か
ら
第

一
七
章
ま
で
の
五

章
か
ら
な
り
、
『近
代
日
本
同
業
組
合
史
論
』
に
お
け
る
著
者
の
主

張
を
、
昭
和
三
年
に
商
工
省
が
立
案
し
た
商
工
組
合
法
案
が
、
商
業

者
、
工
業
者
を
分
離
し
、
強
制
加
入
を
任
意
加
入
と
す
る
も
の
で

あ

っ
た
た
め
に
、
同
業
組
合
の
猛
反
対
に
あ

っ
て
挫
折
し
た
経
緯
に

関
す
る
史
料
紹
介
に
よ
っ
て
補
強
し
て
い
る
。
著
者
は
強
制
加
入
方

式
を
と
る
同
業
組
合
が
、
商
人
と
生
産
者
を

一
緒
に
組
織
し
た
た

め
、
間
屋
の
生
産
者

へ
の
支
配
を
支
え
る
組
織
と
化
し
、
同
業
組
合

は
間
屋
資
本
主
義
の
牙
城
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で

は
、
そ
の
主
張
を
、
従
来
の
研
究
史
が
無
視
し
て
き
た
商
工
組
合
法

案
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
的
に
補
強
す
る
と
と
も
に
、

西
洋
史
家
の
岡
田
与
好
氏
が
日
本
の
同
業
組
合
の
強
制
加
入
方
式

を
、
「営
業
の
自
由
」
の
後
退
の
歴
史
だ
と
指
摘
し
た
の
を
引
用
す

る
こ
と
で
理
論
的
に
も
補
強
せ
ん
と
試
み
て
い
る
。
評
者
の
同
業
組

合
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
著
者
が
紹
介
す
る
美
濃
部
俊
吉
説

（加
入

強
制
は
あ
る
が
加
入
制
限
は
な
い
）
に
近
く
、
独
占
組
織
と
し
て
の
株

仲
間
と
は
異
質
だ
と
見
な
し
て
い
る
の
で
、
株
仲
間

へ
の
ゆ
り
戻
し

を
説
く
著
者
の
評
価
に
は
違
和
感
を
覚
え
た
。
し
か
し
、
間
屋
資
本

が
強
制
加
入
の
同
業
組
合
を
利
用
し
て
、
加
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
生

産
者

へ
の
支
配
力
を
維
持
し
て
い
た
と
す
る
著
者
の
指
摘
は
き
わ
め

て
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
う
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
意
味
で

の
同
業
組
合
の
実
態
の
究
明
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書

に
お
い
て
、
著
者
は
間
屋
資
本
の
支
配
力
の
強
さ
を
指
摘
し
つ
つ
、
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そ
の
実
態
を
さ
ら
に
究
明
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
著
者
が

挙
げ
る
史
料
の
中
に
は
、
同
業
組
合
が
有
名
無
実
化
し
て
何
等
な
す

と
こ
ろ
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
実
態
は
不
分
明

な
部
分
が
多
い
の
で
あ
る
。

第
四
部

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
」
は
、
二
つ
の
章
か
ら
な
り
、
大

塚
久
雄
氏
の
よ
う
に
、
環
大
西
洋
三
角
貿
易
と
ア
ジ
ア
前
近
代
貿
易

の
世
界
を
無
視
し
て
、
孤
島
を
舞
台
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー

の
人
間
像
を
論
ず
る
こ
と

へ
の
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
大
塚
氏
の
引
用
す
る
第

一
部

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の

生
涯
と
冒
険
」
だ
け
で
な
く
、
第
二
部

「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー

ソ
ー
の
そ
の
後
の
冒
険
」
、
さ
ら
に
、
全
訳
が
な
い
第
二
部

「
ロ
ビ

ン
ソ
ン

・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
生
涯
と
驚
く
べ
き
冒
険
を
通
じ
て
の
真
面

目
な
反
省
」
の
紹
介
を
行
な
い
つ
つ
、
デ
フ
オ
ー
の
狙
い
を
再
解
釈

す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判
に
は
、
基
本

的
に
同
意
し
た
い
が
、
何
故
大
塚
氏
が
敢
え
て
孤
島
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン

に
注
目
し
、
し
か
も
従
者
フ
ラ
イ
デ
ー
と
の
関
係
を
捨
象
し
た
ロ
ビ

ン
ソ
ン
を
近
代
的
人
間
類
型
の
モ
デ
ル
と
し
た
の
か
、
ま
た
な
し
え

た
の
か
、
を
史
学
史
的
に
も
方
法
論
的
に
も
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
必

要
が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
塚
氏
の
東
京
大
学
大
学
院
で

の
最
晩
年
の
授
業
に
出
席
し
て
い
た
評
者
は
、
大
塚
氏
が
現
実
の
日

本
社
会
の
状
況
に
つ
い
て
き
わ
め
て
強
い
関
心
を
も

っ
て
お
ら
れ
た

こ
と
に
驚

い
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
う
し
た
日
本
の
現
実

へ
の
強
い
関

心
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
氏
は
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
に
立
ち
向
か
い
、
史

実
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
歴
史
像
の
組
み
立
て
方
に
独
自

の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
示
さ
れ
た
。
敗
戦
直
後
の
日
本
社
会
は
、
い
わ
ば

フ
ラ
イ
デ
ー
に
当
た
る
植
民
地
を
失

っ
た
状
態
で
あ
り
、
そ
う
し
た

日
本
人
に
向
か
っ
て
新
し
い
フ
ラ
イ
デ
ー
を
探
す
べ
き
だ
と
い
う
提

言
は
大
塚
氏
に
は
出
来
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
大
塚
氏
が
近
代
的
人

間
類
型
を
構
想
さ
れ
る
に
当
た

っ
て
フ
ラ
イ
デ
ー
を
敢
え
て
捨
象
し

た
の
は
、
そ
う
し
た
日
本
の
現
実
と
の
緊
張
関
係
が
あ

っ
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
捨
象
を
可
能
に
し
た
の
が
理

念
型
を
作
る
と
い
う
方
法
論
で
あ

っ
た
。
理
念
型
の
方
法
を
用
い
る

場
合
は
、
現
実
を
総
体
と
し
て
問
題
と
し
つ
つ
発
展
の
法
則
性
な
り

方
向
性
を
掴
み
出
す
の
で
な
く
、
特
定
の
問
題
関
心
に
沿

っ
て
矛
盾

の
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
史
実
か
ら
構
成
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
大
塚
氏
の
創
出
し
た
近
代
的
人
間
類
型
は
、
ま
さ
に
そ
う
し

た
日
本
社
会
を
導
く
た
め
の
理
念
型
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
日
本
経
済
の
復
興
と
成
長
に
巨
大
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る

が
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
世
界
支
配
を
人
間
類
型
論
の
深
み
か

ら
解
き
明
か
す
道
を
塞
ぐ
と
い
う
思
わ
ぬ
副
作
用
を
伴

っ
た
の
で
あ
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る
。
そ
う
し
た
限
界
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
、
大
塚
説
を
批
判
的
に

受
け
継
ご
う
と
す
る
者
の
責
務
だ
と
思
う
。

以
上
、
著
者
の
鋭
い
研
究
史
批
判
の
勢
い
に
押
さ
れ
な
が
ら
、
何

と
か
評
者
な
り
に
批
判
を
理
解
し
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
積
も
り
で

あ
る
が
、
思
わ
ぬ
誤
解
も
多
い
か
と
思
う
。
著
者
に
は
、
「決
算
報

生
ど

の

「
ひ
と
つ
」
と
し
て
の
本
書
に
引
続
き
、
「
ふ
た
つ
め
」

「
み
っ
つ
め
」
の
決
算
報
告
を
出
し
て
頂
く
こ
と
を
期
待
し
て
、
拙

い
書
評
を
終
わ
る
こ
と
に
し
た
い
。

藤
田
貞
一
郎
著

「近
代
日
本
経
済
史
研
究
の
新
視
角
―
―
国
益
思
想
・

市
場
。
同
業
組
合
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
―
―
』
（清
文
堂
出
版
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二

〇
〇
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