
　

本
書
は
同
じ
著
者
に
よ
る
『
異
人
と
市

―

境
界
の
中
国
古
代
史
』（
研
文
出
版
、一
九
九
七
年
）

の
姉
妹
編
で
あ
る
。
一
方
は
中
国
古
代
史
と
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
に
銘
打
ち
、
今
回
の
も
の
は
中
国

中
世
史
と
銘
打
っ
て
い
る
が
、
話
は
と
も
に
古

代
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
直
前
に
ま
で

及
ぶ
。
ま
た
引
用
文
献
も
両
者
と
も
に
古
い
と

こ
ろ
で
は
『
史
記
』
な
ど
か
ら
、
新
し
い
と
こ

ろ
で
は
戦
前
日
本
人
に
よ
る
中
国
旅
行
記
に
至

る
ま
で
、驚
く
ほ
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。

し
か
し
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
両

者
と
も
に
南
宋
洪
邁
の
『
夷
堅
志
』
で
あ
り
、

次
い
で
『
太
平
広
記
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か

る
と
お
り
、
話
の
中
心
は
唐
末
か
ら
南
宋
に
か

け
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
を
手
に
す
る

者
は
、
両
者
に
截
然
と
し
た
区
切
り
を
設
け
る

こ
と
な
く
、
一
体
の
も
の
と
し
て
独
特
な
「
相

田
ワ
ー
ル
ド
」
を
楽
し
む
な
ら
ば
、
著
者
の
思

い
の
半
ば
は
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
巻
頭
を
飾
る
第
一
部
第
一
章
「
境
界

の
原
理

―
義
と
社
」
に
は
、
い
か
に
も
こ
の

著
者
な
ら
で
は
の
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記

さ
れ
る
か
ら
、
ま
ず
こ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。
そ

れ
は
著
者
が
ま
だ
熊
本
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た

頃
の
話
で
あ
る
。
故
仁
井
田
陞
氏
が
た
ま
た
ま

集
中
講
義
で
熊
本
大
学
に
来
ら
れ
た
時
、
著
者

で
あ
る
相
田
氏
は
講
義
の
中
で
と
く
に
「
村
落

法
」
の
部
分
に
関
心
を
も
っ
て
聴
い
た
の
だ

が
、
仁
井
田
氏
の
言
う
「
共
同
体
」
や
「
村
落

共
同
体
」
に
つ
い
て
は
「
あ
い
ま
い
」
で
「
具

体
性
が
乏
し
い
」
と
の
印
象
を
受
け
、
い
さ
さ

か
失
望
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
相
田
氏
は
放

課
後
、
仁
井
田
氏
が
宿
泊
さ
れ
て
い
る
宿
舎
を

訪
れ
、「
先
生
の
言
わ
れ
る
共
同
体
と
か
村
落

共
同
体
は
中
身
が
曖
昧
で
、よ
く
わ
か
ら
な
い
」

と
正
直
に
感
想
を
ぶ
つ
け
た
。
す
る
と
仁
井
田

氏
は
「
実
は
、
私
も
数
十
年
、
中
国
を
研
究
し

て
い
る
が
、結
局
、宗
族
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。

村
落
は
私
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
だ
が
、

前
近
代
社
会
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
村
落
共
同

体
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の

こ
と
を
答
え
ら
れ
た
と
い
う
。

　

著
者
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
、「
そ

の
率
直
さ
に
は
驚
い
た
」
と
回
顧
さ
れ
て
い
る

が
、
評
者
で
あ
る
私
も
仁
井
田
氏
の
率
直
さ
と

気
ま
じ
め
さ
に
は
大
い
に
驚
く
。
し
か
し
こ
れ

と
と
も
に
驚
く
の
は
、
相
田
氏
の
率
直
さ
気
ま

じ
め
さ
で
あ
る
。
仁
井
田
氏
は
当
時
、
す
で
に

お
び
た
だ
し
い
ば
か
り
の
業
績
を
あ
げ
た
世
界

的
な
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
本
の
歴
史
学

界
す
く
な
く
と
も
日
本
の
中
国
史
学
界
で
は
オ

ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
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き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く

な
い
。
前
著
『
異
人
と
市
』
に
は
一
九
八
八
年

に
公
刊
さ
れ
て
以
降
一
九
九
七
年
ま
で
の
論
文

を
収
録
し
、
今
回
の
著
書
に
は
二
〇
〇
一
年
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
作
品
を
収
録
す
る
。
日

本
に
お
け
る
中
国
史
研
究
の
流
れ
は
、
一
九
八

〇
年
前
後
に
大
き
く
変
化
し
た
。
か
つ
て
ま
っ

た
く
な
か
っ
た
よ
う
な
作
品
が
現
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
ほ
ぼ
一
九
八
〇
年
代
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
意
味
で
、
前
著
お
よ
び
本
書
は
著
者

が
模
索
し
て
こ
ら
れ
た
「
新
し
い
中
国
史
像
」

の
結
晶
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
注
意

す
べ
き
は
、
著
者
の
主
要
な
関
心
が
中
国
民
衆

史
あ
る
い
は
彼
ら
の
心
性
史
に
一
貫
し
て
注
が

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
著
者

の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
「“
元
末
の
反
乱
”
と

そ
の
背
景
」（
一
九
七
〇
）
以
来
、四
十
年
間
ま
っ

た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　

以
下
、
本
書
に
収
録
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
作

品
に
即
し
、
感
想
め
い
た
と
こ
ろ
を
記
す
こ
と

に
し
よ
う
。
ま
ず
先
ほ
ど
も
触
れ
た
「
境
界
の

原
理

―
義
と
社
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

中
国
史
の
中
に
は
義
庫
・
義
社
・
義
田
・
義
学
・

は
た
し
て
い
た
。
氏
に
あ
っ
て
は
中
国
の
「
村

落
共
同
体
」
も
ま
た
、
日
本
同
様
に
近
代
化
を

阻
害
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
超
克
の
対
象
に

ほ
か
な
ら
な
い
「
は
ず
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
「
前
近
代
社
会
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
村
落

共
同
体
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
言
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
彼
が
一
介
の
学
生
の
感

想
に
対
し
て
、「
い
や
、
自
分
も
中
国
の
村
落

と
は
何
な
の
か
、
数
十
年
か
け
て
も
よ
く
わ
か

ら
な
か
っ
た
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
今
か
ら

半
世
紀
近
く
も
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
仁
井
田
氏

の
言
葉
が
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
ひ

と
ま
ず
置
く
と
し
て
も
、
こ
の
種
の
会
話
が
な

さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
言
う
の
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
、

そ
の
後
著
者
が
見
せ
る
こ
と
に
な
る
鋭
敏
な
感

性
と
独
立
独
歩
な
自
立
的
精
神
と
が
、
す
で
に

十
二
分
に
表
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は

こ
の
あ
と
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
、「
大
塚
史
学
の

呪
縛
が
解
け
た
現
在
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の

言
葉
か
ら
、
著
者
本
人
が
こ
の
大
塚
史
学
あ
る

い
は
仁
井
田
史
学
を
も
含
め
た
戦
後
史
学
の
最

末
尾
の
と
こ
ろ
に
か
つ
て
身
を
置
き
、
そ
の
大

義
役
・
義
井
な
ど
「
義
」
の
一
字
を
冠
し
た
施

設
な
い
し
は
制
度
が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
こ
の

「
義
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
洪
邁
が
言
う
「
人
々
と

一
緒
に
共
同
し
て
行
う
こ
と
（
与
衆
共
之
）」
と

い
う
解
釈
に
従
う
こ
と
が
、
最
も
普
通
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は

義
肢
・
義
足
な
ど
と
い
う
場
合
の
「
義
」
を
も

含
め
て
考
え
な
お
し
、
義
と
は
外
と
関
係
す
る

概
念
で
あ
り
、
そ
れ
が
倫
理
的
な
意
味
合
い
を

持
つ
場
合
に
は
、「
内
な
る
血
縁
的
な
孝
を
中

心
と
す
る
仁
」と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

「
非
血
縁
的
な
結
合
原
理
で
あ
る
」
と
規
定
し

な
お
し
た
。

　

著
書
に
よ
る
こ
の
規
定
は
、
少
々
荒
っ
ぽ
い

論
証
に
も
と
づ
く
が
、「
義
」
の
意
味
す
る
も

の
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
よ
り
は
る
か
に
見
通
し

を
よ
く
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、
有
意
義
で

あ
る
。
論
証
が
少
々
荒
っ
ぽ
い
と
言
う
の
は
、

こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
た
と
え
ば
告
子
の
言

説
を
引
用
す
る
こ
と
な
ど
を
言
う
。
告
子
が

言
っ
た
と
さ
れ
る
「
仁
内
義
外
」
と
は
、『
孟
子
』

で
孟
子
が
「
い
や
、
義
も
内
で
あ
る
」
と
批
判

す
る
対
象
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
漢



代
以
降
に
儒
教
が
国
教
化
さ
れ
、
そ
の
中
で
占

め
る
孟
子
の
位
置
の
重
要
さ
を
考
え
る
な
ら
、

そ
の
論
敵
の
言
葉
の
み
を
挙
げ
て
孟
子
の
そ
れ

に
言
及
し
な
い
の
は
、
は
な
は
だ
不
適
当
で
あ

ろ
う
。
中
国
人
の
心
性
を
問
題
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
当
然
に
異
端
学
説
と
と
も
に
正
統
学
説

も
取
り
挙
げ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
義
と
は

外
に
関
係
し
た
概
念
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
『
易
』
坤
卦
の
言
葉
、「
君

子
は
敬
も
っ
て
内
を
直な
お

く
し
、
義
も
っ
て
外
を

方
に
す
」
を
ま
ず
そ
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

著
者
が
義
と
は
外
に
関
係
す
る
概
念
で
あ
る

と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
義
田
、
義
荘
な
ど
に
い

う
義
の
意
味
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
は
る
か
に
わ

か
り
や
す
く
な
っ
た
。
し
か
し
著
者
が
仁
を
血

縁
的
な
結
合
原
理
で
あ
る
と
し
、
義
を
こ
れ
に

反
し
た
非
血
縁
的
な
結
合
原
理
で
あ
る
と
見
な

し
た
こ
と
に
は
従
え
な
い
。
た
と
え
ば
南
宋
時

代
に
行
わ
れ
た
義
役
を
「
明
ら
か
に
非
血
縁
者

同
士
の
救
済
が
目
的
で
あ
る
」
と
す
る
の
は
よ

い
。
し
か
し
さ
ら
に
、「
義
役
田
・
義
田
・
義
荘

も
同
様
に
非
血
縁
者
が
対
象
で
あ
る
」
と
著
者

は
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
事
実
に
反
す

る
。
著
者
は
義
田
・
義
荘
の
な
か
で
は
宋
の
范

仲
淹
が
一
族
の
救
済
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
が

有
名
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
こ
れ
を
「
族

人
の
た
め
の
も
の
は
二
次
的
で
、
本
来
、
非
血

縁
者
救
済
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ

る
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
范
仲
淹
自
身
が
義

荘
を
経
営
す
る
た
め
作
っ
た
と
さ
れ
る
「
文
正

公
初
定
規
矩
」
に
よ
れ
ば
、
義
荘
と
は
あ
く
ま

で
「
宗
族
を
賙
給
す
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
っ

て
、
ど
こ
か
ら
も
著
者
の
言
う
よ
う
な
も
と
も

と
は
族
人
外
の
者
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
実
と
異
な
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
著
者
の
よ
う
に
血

縁
内
で
あ
れ
ば
仁
、
血
縁
外
で
あ
れ
ば
義
と
い

う
二
分
法
が
お
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。思
う
に
、

た
と
え
ば
『
大
学
』
の
八
条
目
の
よ
う
に
、
精

神
の
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
は
、
正
心
、
修
身
か
ら

斉
家
・
治
国
・
平
天
下
ま
で
同
心
円
的
に
広
が
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
宗
族
と
い
う
血
縁
集
団
も

郷
党
と
い
う
非
血
縁
集
団
も
、
家
（
家
族
）
か

ら
見
れ
ば
同
じ
く
「
外
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

程
度
の
差
で
し
か
な
か
っ
た
。
宗
族
結
合
と
い
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う
の
が
一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
は
強
固
な
も

の
で
は
な
い
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
家
族
と
そ

の
外
縁
で
あ
る
宗
族
（
同
族
）
と
の
間
に
は
深

く
大
き
な
断
絶
が
あ
る
こ
と
は
、
福
武
直
ら
が

戦
前
に
行
わ
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
も
と

に
し
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た（『
中

国
農
村
社
会
の
構
造
』〔
大
雅
堂
、
一
九
四
六
年
〕

同
族
の
実
態
、
お
よ
び
家
族
と
同
族
）。
中
国
と

い
う
社
会
で
は
、
血
縁
集
団
で
あ
る
宗
族
で
も

家
族
か
ら
見
れ
ば
あ
く
ま
で
「
外
」
な
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
活
性
化
し
て
何
ら
か
意
味
あ
る
も

の
と
す
る
た
め
に
は
、
内
か
ら
外
に
向
け
ら
れ

る
倫
理
、
す
な
わ
ち
「
義
」
が
必
要
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

次
に
第
二
章
「
境
界
と
し
て
の
宿
屋
」
第
三

章
「
境
界
と
し
て
の
茶
館
」
で
も
、
恐
ろ
し
い

ば
か
り
の
関
連
史
料
が
引
用
さ
れ
る
。
と
く
に

前
者
、
す
な
わ
ち
中
国
史
上
に
お
け
る
旅
館
と

い
う
研
究
課
題
は
、
日
本
の
学
界
で
は
こ
れ
ま

で
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
も
の
で
、
そ
の
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
ー
は
極
め
て
高
い
。
後
者
で
も
、
す

で
に
鈴
木
智
夫
氏
ら
が
紹
介
し
た
吃
講
茶
、
す

な
わ
ち
茶
館
で
の
紛
争
解
決
に
つ
い
て
多
く
の

事
例
が
示
さ
れ
有
益
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
用



35　　新しい中国史像を求めて

い
ら
れ
る
史
料
の
ほ
と
ん
ど
が
清
末
以
降
の
も

の
で
あ
る
こ
と
が
気
に
か
か
る
。『
夷
堅
志
』

な
ど
宋
代
以
前
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
著
者
が

渉
猟
精
査
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
す
く
な
く

と
も
宋
代
以
前
に
は
な
お
吃
講
茶
の
風
習
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
茶
館
を

「
境
界
」
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
と
し
、
こ
れ

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
中
国
史
を
分
析
す
る
の

は
、
ど
の
程
度
に
有
効
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
ま
た
、
鈴
木
氏
が
か
つ
て
「
裁
判
の
よ
う

な
性
格
を
持
つ
も
の
」
と
評
し
た
こ
の
吃
講
茶

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
公
権
力
に
よ
る
裁
判
と
費

孝
通
が
そ
の
著
書
『
郷
土
中
国
』
で
描
く
村
落

で
の
調
解
（
調
停
）
と
の
間
の
、
ど
こ
に
位
置

づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
が
中
国
に
お

け
る
境
界
を
問
題
に
す
る
だ
け
に
、
こ
の
あ
た

り
の
問
題
に
つ
い
て
も
う
少
し
突
っ
込
ん
だ
考

察
が
加
え
ら
れ
て
い
た
ら
、
さ
ら
に
説
得
力
を

増
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

続
く
第
四
章
「
橋
と
境
界
」
は
前
著
に
収
録

さ
れ
る
「
市
と
処
刑
」
の
一
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
「
橋
と
境

界
」「
市
と
処
刑
」
は
「
市
と
異
人
」
と
と
も

に
秀
作
で
あ
る
か
ら
、一
読
を
ぜ
ひ
薦
め
た
い
。

著
者
は
本
作
品
で
橋
を
市
と
と
も
に
異
界
と
の

接
点
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
多
く
の

処
刑
事
例
を
紹
介
す
る
。
評
者
は
こ
れ
ら
一
つ

一
つ
に
つ
い
て
興
味
深
く
読
み
な
が
ら
、『
宋

名
臣
言
行
録
』
な
ど
に
見
え
る
、
北
宋
の
邵
雍

（
邵
堯
夫
）
が
洛
陽
天
津
橋
に
お
い
て
杜ほ
と
と
ぎ
す鵑
の

鳴
き
声
を
聞
き
、「
二
年
な
ら
ず
し
て
神
宗
皇

帝
は
南
人
を
宰
相
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
天
下
は

こ
れ
よ
り
多
事
と
な
る
」
と
、
王
安
石
ら
の
登

場
を
予
言
し
た
故
事
を
思
い
出
し
た
。

　

与
え
ら
れ
た
紙
幅
は
も
は
や
オ
ー
バ
ー
し
て

お
り
、
突
っ
込
ん
だ
論
評
を
ほ
と
ん
ど
で
き
な

か
っ
た
こ
と
、
本
書
第
二
部
収
録
の
作
品
に
つ

い
て
ま
っ
た
く
紹
介
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
恥

じ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
最
後
に
な
る
が
、
普
通

の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
で
あ
れ
ば
女
性
史
に
入
る
も

の
と
し
て
、
第
二
部
に
「
く
ノ
一
と
幽
霊
女
」

と
い
う
興
味
深
い
作
品
が
収
め
ら
れ
る
こ
と
、

そ
こ
で
は
中
国
史
上
に
お
け
る
「
無
能
で
軟
弱

な
男
に
対
比
さ
れ
た
賢
く
て
強
い
女
」
譚
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
も
紹
介
し
て
お

こ
う
。

　

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
は
一
九

八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
「
新
し
い
中
国
史

像
」
を
模
索
す
る
過
程
で
、
独
立
独
歩
こ
れ
ら

の
作
品
を
書
き
継
い
で
こ
ら
れ
た
。
中
国
思
想

史
畑
で
は
『
劇
場
都
市
』（
三
省
堂
、
一
九
八
一

年
）
以
下
を
も
の
さ
れ
た
大
室
幹
雄
氏
が
い
る

が
、
い
わ
ゆ
る
東
洋
史
畑
で
こ
の
よ
う
な
研
究

を
さ
れ
て
き
た
の
は
、
著
者
一
人
で
は
な
か
っ

た
か
。
大
室
氏
の
著
書
に
し
て
も
、
そ
の
作
品

を
評
者
が
耳
に
し
た
の
は
「
同
業
者
」
か
ら
で

は
な
く
、
わ
ず
か
に
文
化
人
類
学
者
か
ら
だ
け

で
あ
っ
た
。
著
者
に
よ
る
も
の
も
、
評
者
で
あ

る
私
が
人
付
き
合
い
の
悪
い
こ
と
も
手
伝
っ
て

か
、
ほ
と
ん
ど
耳
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
著
者
が
進
ま
れ
た
道
が
あ
ま

り
に
特
異
で
あ
る
た
め
、
同
業
者
に
と
っ
て
こ

れ
ら
諸
作
品
を
評
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
他

流
試
合
を
す
る
こ
と
と
異
な
ら
な
か
っ
た
か
ら

か
も
知
れ
な
い
。
能
力
も
顧
み
ず
に
本
書
の
書

評
を
お
引
き
受
け
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ

る
。
不
十
分
な
書
評
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
、
お
そ
ら
く
は
多
く
の
誤
解
も
あ
る
こ
と
、

著
者
に
対
し
て
心
よ
り
お
詫
び
す
る
。

　

 　
（
ふ
ま
・
す
す
む　

京
都
大
学
）


