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書
　
評

末
木
文
美
士
著

『
禅
の
中
世
─
仏
教
史
の
再
構
築
』

（
臨
川
書
店
・
二
〇
二
二
年
）

吉
　
村

　
　
均

　

日
本
仏
教
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
か
つ
て
の
鎌
倉
新
仏
教
を
仏
教
の

頂
点
と
見
る
見
方
や
、
新
仏
教
vs.
旧
仏
教
の
図
式
が
実
態
と
か
け
は
な
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
共
通
認
識
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
研
究
を
主
導
し
て
き
た
お
一
人
で
あ
る
末
木
文
美

士
先
生
の
『
禅
の
中
世
』
で
は
、
新
た
な
中
世
仏
教
像
の
提
示
と
、
従
来

の
仏
教
理
解
を
覆
す
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
名
古
屋
の
真
福
寺

大
須
文
庫
の
調
査
に
よ
る
新
資
料
の
発
見
と
、
そ
れ
を
中
心
に
刊
行
さ
れ

た
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
全
一
二
巻
＋
別
巻
の
内
容
紹
介
、
お
よ
び
そ
れ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
新
た
な
思
想
家
理
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

既
発
表
の
論
文
等
を
基
に
は
し
て
い
る
が
、
一
貫
し
て
読
め
る
よ
う
に

全
面
的
に
改
稿
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
重
要
な
内
容
は
繰
り
返
し
説
か
れ

て
い
る
た
め
、
ま
ず
本
書
で
提
示
さ
れ
た
新
た
な
中
世
仏
教
像
や
思
想
家

理
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
個
々
の
内
容
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。
煩
瑣
に
な
る
の
で
、
以
下
で
は
諸
先
生
の
敬
称

は
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

著
者
は
、
中
世
仏
教
の
は
じ
ま
り
を
、
平
重
衡
に
よ
り
焼
か
れ
た
東
大

寺
大
仏
の
復
興
に
見
る
。
こ
れ
は
後
白
河
法
皇
の
主
導
に
な
る
も
の
で
、

源
頼
朝
も
協
力
し
た
国
を
挙
げ
て
の
お
こ
な
い
だ
っ
た
。
勧
進
職
を
任
さ

れ
た
の
は
、
周
辺
的
な
仏
教
僧
（
松
尾
剛
次
の
遁
世
僧
の
概
念
に
近
い
）
だ

っ
た
重
源
で
、
全
国
を
勧
進
し
て
回
り
、
勧
進
に
は
西
行
も
参
加
し
て
い

る
。
そ
の
勧
進
職
を
受
け
継
い
だ
の
が
、
重
源
と
中
国
（
宋
）
で
知
り
合

い
、
親
交
の
あ
っ
た
栄
西
で
、
法
然
も
請
わ
れ
て
東
大
寺
で
戒
律
の
講
義

を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
新
仏
教
vs.
旧
仏
教
と
い
う
対
立
図
式
を
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
栄
西
は
『
興
禅
護
国
論
』、
法
然
は
『
選
択
本
願

念
仏
集
』
で
そ
れ
ぞ
れ
禅
宗
と
浄
土
宗
の
公
認
を
求
め
た
が
、
そ
れ
は
南

都
六
宗
の
よ
う
な
学
派
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
公
認
で
、
他
派
を
学
ぶ
こ
と

を
否
定
す
る
排
他
的
な
セ
ク
ト
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
他
派

を
認
め
な
い
印
象
の
あ
る
親
鸞
や
日
蓮
も
、
あ
ら
ゆ
る
考
え
、
実
践
を
集

約
し
た
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
や
『
法
華
経
』
だ
と
説
い
た
の
で
あ
り
、
仏

教
の
諸
宗
派
が
今
の
よ
う
な
他
派
と
切
り
離
さ
れ
て
セ
ク
ト
化
し
た
の
は
、

室
町
時
代
以
降
で
あ
る
。

　

中
国
か
ら
の
禅
の
受
容
は
、
古
代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
お
こ
な
わ
れ

て
お
り
、
現
在
の
よ
う
に
栄
西
＝
臨
済
宗
、
道
元
＝
曹
洞
宗
と
い
う
よ
う

な
単
純
化
は
で
き
な
い
。

　

栄
西
は
、
二
度
、
宋
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
禅
を
学
ん
だ
の
は
二
度
目

の
渡
宋
の
際
で
あ
り
、
禅
の
受
法
、
紹
介
を
目
的
と
し
た
も
の
と
は
考
え
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173　書　評

難
い
。
栄
西
は
密
教
に
つ
い
て
も
説
い
て
お
り
、
従
来
は
栄
西
に
つ
い
て
、

既
存
の
勢
力
へ
の
妥
協
、
権
力
者
へ
の
す
り
よ
り
と
、
低
く
見
る
傾
向
が

あ
り
、
い
ま
だ
に
信
頼
に
足
る
著
作
集
も
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
禅
密
兼

修
は
当
時
の
日
本
に
お
け
る
一
般
的
な
傾
向
で
あ
り
、
権
力
者
と
の
つ
な

が
り
も
仏
教
復
興
を
念
じ
る
た
め
で
、
二
度
目
の
渡
宋
の
後
も
、
著
作
と

し
て
は
禅
よ
り
も
戒
律
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
栄
西
の
目
指
し
た
の
は

戒
・
定
・
慧
を
具
え
た
仏
教
全
体
の
復
興
だ
っ
た
。

　

そ
の
栄
西
が
批
判
し
た
達
磨
宗
は
、
そ
の
僧
の
多
く
が
宋
か
ら
帰
し
た

道
元
の
許
に
参
じ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
能
仁
側
は
達
磨
宗
と
い

う
言
葉
を
菩
提
達
磨
の
後
継
者
、
禅
宗
と
い
う
一
般
的
な
意
味
で
用
い
て

い
て
、
セ
ク
ト
と
し
て
の
達
磨
宗
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の

で
は
な
い
。
栄
西
は
自
分
と
は
違
う
と
い
う
意
味
で
達
磨
宗
と
い
う
言
い

方
を
し
て
い
る
が
、
批
判
す
る
無
修
に
つ
い
て
も
、
表
現
だ
け
を
見
る
と

栄
西
に
も
そ
う
と
ら
れ
る
表
現
は
あ
り
、
実
際
に
修
行
不
要
論
を
説
い
て

い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
系
譜
的
に
は
、
栄
西
の
受
け
継
い
だ
法

の
方
が
傍
流
で
、
達
磨
宗
の
方
が
中
国
の
臨
済
の
系
譜
の
主
流
を
受
け
継

い
で
い
た
。
ま
た
、
ど
ち
ら
も
、『
臨
済
録
』
に
つ
い
て
教
え
の
な
か
で

言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、『
臨
済
録
』
に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
蘭
渓
道
隆
あ
た
り
か
ら
だ
と
い
う
。

　

真
言
立
川
流
と
い
う
と
、
性
を
仏
教
に
持
ち
込
ん
だ
邪
宗
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
江
戸
時
代
は
じ
め
に
弾
圧
さ
れ
て
、
文
献
が
失
わ
れ
、
批
判
す

る
文
献
か
ら
そ
の
内
容
を
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
男
女
の
性
行
為
と
そ

れ
に
よ
る
受
胎
、
出
産
を
、
さ
と
り
の
プ
ロ
セ
ス
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
、

当
時
の
日
本
の
密
教
で
は
一
般
的
な
言
い
方
で
、
栄
西
の
著
作
に
も
見
ら

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
従
来
の
仏
教
理
解
を
覆
し
、
禅
を
中
心
に
新
た

な
中
世
仏
教
像
を
提
示
し
て
い
る
。

　

本
書
の
構
成
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に

　

Ⅰ　

中
世
仏
教
の
豊
饒

　

第
一
章　

思
想
史
の
中
の
中
世

─
王
権
と
神
仏
の
観
点
か
ら

　

第
二
章　

選
択
か
ら
統
合
へ

─
中
世
仏
教
観
の
転
換

　

第
三
章　

中
世
仏
教
の
形
成

─
平
安
仏
教
か
ら
鎌
倉
仏
教
へ

　

第�

四
章　

東
ア
ジ
ア
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
周
縁
仏
教

─
『
釈
摩
訶
衍

論
』
の
流
伝
を
中
心
に

　

第
五
章　

仏
教
と
身
体
性

　
　

第
一
節　

仏
教
の
身
体
論

─
キ
リ
ス
ト
教
と
の
比
較
か
ら

　
　

第
二
節　

立
川
流
と
『
受
法
用
心
集
』

　

Ⅱ　

中
世
禅
の
複
合

　

第�

一
章　

中
世
禅
へ
の
新
視
角

─
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
か
ら
見
え
る

世
界

　

第
二
章　

日
本
禅
宗
の
形
成

─
新
資
料
か
ら
見
た
禅
宗
と
達
磨
宗

　

第
三
章　

栄
西

─
生
涯
・
著
作
・
思
想

　

第
四
章　

聖
一
派
と
禅
密
融
合

　
　

第
一
節　

円
爾

─
生
涯
・
著
作
・
思
想

　
　

第
二
節　

癡
兀
大
慧

─
生
涯
・
著
作
・
思
想
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第
五
章　

禅
と
諸
宗
の
交
渉

─
批
判
と
融
合

　

第
六
章　

中
世
禅
に
お
け
る
言
葉
と
知

─
禅
密
哲
学
序
説

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
従
来
の
中
世
仏
教
観
の
見
直
し
、
第
Ⅱ
部
で
は
、
そ
れ

に
大
き
な
力
の
あ
っ
た
『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
の
内
容
紹
介
と
、
そ
こ
で
得

ら
れ
た
知
見
や
課
題
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
思
想
史
の
中
の
中
世

─
王
権
と
神
仏
の
観
点
か
ら
」
で
は
、
王
権

と
神
仏
の
関
係
を
軸
に
日
本
の
思
想
を
見
渡
し
た
著
者
の
『
日
本
思
想

史
』（
岩
波
新
書
）
の
図
式
を
踏
ま
え
、
中
世
に
お
け
る
王
権
と
神
仏
の

関
係
を
論
じ
て
い
る
。
朝
廷
に
倣
っ
て
新
し
い
儀
礼
の
形
成
に
努
め
た
鎌

倉
幕
府
の
代
表
と
し
て
、
三
代
将
軍
源
実
朝
に
つ
い
て
も
詳
し
く
論
じ
ら

れ
て
お
り
、
一
般
に
持
た
れ
が
ち
な
イ
メ
ー
ジ
の
誤
解
を
正
し
て
い
る
。

　
「
選
択
か
ら
統
合
へ

─
中
世
仏
教
観
の
転
換
」
で
は
、
従
来
の
鎌
倉

新
仏
教
中
心
論
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
キ
リ
ス
ト
教
を
モ
デ
ル
と
し

た
も
の
で
、
戦
後
は
そ
れ
に
民
衆
史
観
が
加
わ
り
、
新
仏
教
＝
反
権
力
、

旧
仏
教
＝
権
力
癒
着
的
な
貴
族
仏
教
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
た
二

項
対
立
の
図
式
に
な
っ
て
い
た
。
本
章
で
は
、
そ
の
図
式
が
成
り
立
た
な

い
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
法
然
や
日
蓮
、
親
鸞
の
教
え
に
つ
い
て
見

直
し
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　

法
然
の
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
見
る
と
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て

選
択
さ
れ
た
も
の
と
し
て
称
名
念
仏
を
説
き
、
諸
宗
諸
行
を
否
定
し
て
い

る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
う
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
念
仏
は
弥

陀
の
す
べ
て
の
徳
を
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
真
理
が
含

ま
れ
て
い
る
た
め
他
の
行
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
弥
陀
の
名

号
は
総
合
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。『
選
択
集
』
で
は
、
そ
れ
を
釈

迦
・
諸
仏
が
称
賛
す
る
こ
と
で
名
号
の
絶
対
性
が
確
立
す
る
と
い
う
構
造

に
な
っ
て
お
り
、
阿
弥
陀
仏
を
頂
点
と
す
る
諸
仏
の
総
合
的
な
体
系
が
形

成
さ
れ
て
い
る
。
諸
行
に
つ
い
て
も
、『
無
量
寿
経
』
の
三
輩
段
に
収
め

ら
れ
る
こ
と
で
そ
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
上
で
否
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
諸
行
が
始
め
か
ら
考
慮
外
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
（
本
書
の
概
観
で
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
）『
選
択
集
』
は
浄
土
宗
の

立
宗
を
意
図
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
浄
土
宗
を
他
の
諸
宗
と
並
ぶ
一
宗
と

し
て
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
、
諸
宗
の
否
定
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
総
合
性
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
追
求
し
た
の
が
日
蓮
で
あ
り
、

日
蓮
の
場
合
も
単
純
な
排
他
主
義
で
は
な
く
、
念
仏
・
禅
・
律
・
真
言
の

諸
行
が
す
べ
て
摂
取
さ
れ
た
も
の
と
し
て
『
法
華
経
』
を
捉
え
、
総
合
仏

教
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
。

　

親
鸞
に
つ
い
て
も
、
晩
年
の
和
讃
を
見
る
と
、
神
祇
信
仰
を
否
定
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
々
の
世
界
の
頂
点
に
阿
弥
陀
仏
を
位
置
づ
け
て

い
る
。（
こ
れ
は
親
鸞
の
不
徹
底
性
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
）
も
し
親

鸞
が
阿
弥
陀
仏
だ
け
を
崇
拝
し
て
他
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
親
鸞
自
身
の
聖
徳
太
子
や
法
然
に
対
す
る
崇
拝
も
お
か
し
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。

　
「
中
世
仏
教
の
形
成

─
平
安
仏
教
か
ら
鎌
倉
仏
教
へ
」
で
は
、
平
安

仏
教
か
ら
鎌
倉
仏
教
へ
の
展
開
を
中
心
に
、
中
世
に
至
る
日
本
仏
教
の
歴

史
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
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「
東
ア
ジ
ア
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
周
縁
仏
教

─
『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
流

伝
を
中
心
に
」
は
、
本
書
の
な
か
で
は
い
さ
さ
か
異
色
な
章
で
、
前
半
で

は
、
中
国
を
中
心
と
し
た
仏
教
受
容
が
概
観
さ
れ
、
さ
ら
に
中
国
の
北
方

の
契
丹
に
お
け
る
仏
教
の
展
開
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
契
丹
で
は
『
釈
摩

訶
衍
論
』
が
重
視
さ
れ
、
高
麗
続
蔵
経
に
は
契
丹
撰
述
の
著
作
も
多
く
含

ま
れ
て
い
る
。
中
国
で
の
『
釈
摩
訶
衍
論
』
の
流
布
は
限
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
空
海
が
重
視
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、

院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
高
麗
続
蔵
経
の
輸
入
と
そ
れ
に
よ
る

『
釈
摩
訶
衍
論
』
研
究
の
流
行
が
お
き
て
お
り
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏

教
展
開
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
一
端
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
仏
教
と
身
体
性
」
第
一
節
の
「
仏
教
の
身
体
論

─
キ
リ
ス
ト
教
と

の
比
較
か
ら
」
で
は
、
前
半
で
は
、
近
代
的
な
キ
リ
ス
ト
教
と
聖
書
解
釈

の
流
れ
で
は
、
イ
エ
ス
＝

キ
リ
ス
ト
の
神
性
を
剝
奪
し
て
「
人
間
イ
エ

ス
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
主
力
が
注
が
れ
た
が
、
近
代
的
な
合
理
主

義
、
人
間
主
義
の
極
限
化
が
伝
統
宗
教
へ
の
回
帰
を
促
し
た
こ
と
を
紹
介

し
、
今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
霊
」
と
身
体
の
問
題
を
概
観
し
て

い
る
。

　

後
半
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
仏
教
に
お
け
る
身
体
の
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
、『
俱
舎
論
』
の
輪
廻
と
母
胎
に
お
け
る
胎
児
の
生
育
の

理
論
が
紹
介
さ
れ
た
う
え
で
、
本
来
、
輪
廻
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
っ
た

も
の
が
、
中
世
の
密
教
で
は
即
身
成
仏
の
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
の
説
明
に
使

わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
中
世
密
教
の
大
き
な
転
換
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し

こ
の
よ
う
な
生
命
の
重
視
は
そ
の
後
、
神
道
で
展
開
し
、
仏
教
で
は
異
端

視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
二
節
「
立
川
流
と
『
受
法
用
心
集
』」
で
は
、
立
川
流
の
最
古
の
批

判
書
と
さ
れ
る
『
受
法
用
心
集
』
に
つ
い
て
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
も
の

と
は
別
系
統
の
写
本
が
高
山
寺
で
見
つ
か
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
彌
永
信

美
の
新
説
（「
い
わ
ゆ
る
「
立
川
流
」
な
ら
び
に
髑
髏
本
尊
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」、

『
智
山
学
報
』
六
七
号
、
二
〇
一
八
年
）
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
立
川
流

に
つ
い
て
の
通
説
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
性
的
な
言
説
と
性
的
実
践
が
ご
っ
ち
ゃ
に
さ
れ
て
い

る
が
、
性
的
言
説
は
「
正
統
」
派
で
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
著
者
が
調
査

に
参
加
し
た
真
福
寺
所
蔵
聖
教
の
な
か
か
ら
、
栄
西
『
隠
語
集
』、
癡
兀

『
東
寺
印
信
等
口
決
』
に
お
け
る
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
『
受
法
用
心
集
』
で
邪
義
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
性
的
な
言

説
一
般
で
は
な
く
、
髑
髏
に
男
女
の
和
合
水
を
塗
っ
て
反
魂
香
を
焚
く
髑

髏
本
尊
を
本
尊
と
す
る
吒
枳
尼
天
法
で
あ
る
。

　

十
三
世
紀
に
は
、
性
的
な
言
説
や
「
外
法
」
的
な
呪
法
を
含
め
て
、
密

教
の
多
様
な
実
践
や
理
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
正
統
と
異
端
に

切
り
分
け
ら
れ
る
な
か
で
、
多
様
な
可
能
性
が
狭
め
ら
れ
て
い
き
、
密
教

か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
異
端
的
な
要
素
は
神
道
・
修
験
道
・
陰
陽
道
な
ど

に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
で
、
第
Ⅰ
部
の
内
容
を
中
心
に
紹
介
し
て
き
た

が
、
本
書
の
扱
う
範
囲
は
、『
禅
の
中
世
』
と
い
う
表
題
か
ら
想
像
さ
れ

る
中
世
の
禅
に
留
ま
ら
ず
、
中
世
に
い
た
る
日
本
仏
教
の
展
開
、
東
ア
ジ
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ア
仏
教
と
い
う
視
点
か
ら
の
日
本
仏
教
の
位
置
づ
け
を
含
む
広
大
な
範
囲

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
実
践
法
と
し
て
も
禅
だ
け
な
く
、
密
教
、
念

仏
な
ど
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
近
年
の
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
従
来
の
説
が
批

判
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
資
料
と
し
て
第
Ⅱ
部
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
中
世

禅
籍
叢
刊
』
全
一
二
巻
＋
別
巻
（
臨
川
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

中
世
の
仏
教
に
関
心
の
あ
る
若
手
研
究
者
は
、
本
書
を
読
め
ば
、
論
じ

ら
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
、
参
照
す
べ
き
先
行
研
究
、
テ
キ
ス
ト
の
所
在
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

評
者
が
若
い
頃
、
日
本
文
学
に
関
し
て
だ
が
、
重
要
な
テ
キ
ス
ト
に
つ

い
て
、
取
り
上
げ
る
べ
き
研
究
テ
ー
マ
、
先
行
研
究
な
ど
を
一
冊
で
紹
介

す
る
『
必
携
』
シ
リ
ー
ズ
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
（
学
燈
社
）。
本
書
は
研

究
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
必
携
」
す
べ
き
本
で
あ
る
。

　

従
来
の
仏
教
理
解
は
、
日
本
仏
教
の
研
究
者
以
外
の
間
で
は
い
ま
だ
に

根
強
い
。
そ
う
い
う
人
に
と
っ
て
は
、『
中
世
禅
籍
叢
刊
』
の
内
容
紹
介

を
兼
ね
た
本
書
は
情
報
量
が
多
す
ぎ
て
、
気
軽
に
手
に
取
る
こ
と
が
む
ず

か
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
書
を
契
機
と
し
た
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
を
期
待
す
る
と
同
時
に
、

よ
り
平
易
に
概
要
を
紹
介
し
た
一
般
向
け
の
本
が
あ
る
と
、
多
く
の
人
に

利
益
す
る
こ
と
に
な
る
と
感
じ
た
。

�

（
中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員
）

澤
井
啓
一
著

『
伊
藤
仁
斎
─
孔
孟
の
真
血
脈
を
知
る
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
二
二
年
）

阿
部

　
光
麿

一

　

伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
～
一
七
〇
五
）
の
生
涯
、
人
柄
や
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

市
井
の
学
者
、
京
都
の
町
衆
、
朱
子
学
と
の
対
決
、
引
き
籠
も
っ
た
時

期
が
あ
る
、
そ
の
時
期
に
交
流
の
あ
る
人
は
一
人
だ
っ
た
、
生
涯
原
稿
を

書
き
直
し
続
け
た
学
問
の
人
、
温
和
な
い
い
ひ
と
、
地
元
の
人
た
ち
と
井

戸
さ
ら
い
を
し
た
、
全
力
で
節
分
の
豆
撒
き
を
し
た
、
子
ど
も
の
為
に
着

て
い
た
衣
服
を
質
入
れ
さ
せ
た
赤
貧
の
儒
学
者
…
…
。
後
半
に
挙
げ
た
も

の
は
、
些
か
過
剰
な
演
出
で
知
ら
れ
る
儒
学
者
の
評
伝
集
、
原
念
斎
『
先

哲
叢
談
』
に
出
典
を
も
つ
。
赤
貧
の
逸
話
は
教
科
「
国
語
」
の
検
定
教
科

書
に
も
掲
載
さ
れ
た
時
期
が
あ
る
の
で
、
研
究
以
前
の
記
憶
に
残
っ
て
い

る
方
も
お
ら
れ
よ
う
か
。

　

一
方
、
前
半
は
既
存
の
仁
斎
研
究
に
も
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
姿
だ
が
、

中
に
は
仁
斎
の
長
男
・
東
涯
の
「
先
府
君
古
学
先
生
行
状
」（『
古
学
先
生

文
集
』。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
行
状
」『
文
集
』
と
称
す
）
特
有
の
描
写
に
引
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