
〔書
評
〕

松
本
孝
三
氏
は
、
立
命
館
大
学
在
学
中
か
ら
、
福
田
晃
先
生
の
指
導
を
あ

お
い
で
き
た
。
そ
の
私
淑
の
跡
が
、
こ
の

一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
本
書

が
、
『民
間
説
話

〈伝
承
〉
の
研
究
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
こ
と

と
無
縁
で
は
な
い
。
本
書
を
手
に
し
た
と
き
、
伝
承
に
つ
け
ら
れ
た
カ
ギ
カ

ッ
コ
は
、
不
要
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
。
著
者
が
フ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

し
た
が
い
、
昔
話
研
究
を
は
じ
め
た
こ
ろ
に
く
ら
べ
れ
ば
、
伝
承
研
究
は
、

相
当
の
市
民
権
を
得
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
書
を
通
読
し
て
、
〈伝
承
〉
と
し
た
著
者
の
こ
だ
わ
り

が
、
あ
ら
た
め
て
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
つ
ま
り
わ
た
し
は
、
〈伝

承
〉
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
こ
の

一
冊
を
読

み
終
え
た
の
で
あ
る
。

全
五
編
か
ら
な
る
本
書
に
は
、
二
十
三
の
論
考
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

一
読
す
れ
ば
、
昔
話
、
伝
説
、
笑
話
、
語
り
物
な
ど
の
民
間
説
話

。
芸
能
を

論
じ
て
、
そ
の
伝
承
の
実
態
に
追
ろ
う
と
す
る
意
図
が
、
は
っ
き
り
と
見
え

て
く
る
。
し
か
し
、
著
者
は
、
〈伝
承
〉
と
は
何
か
を
、
性
急
に
定
義
し
、

理
論
化
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
み
ず
か
ら
の
足
で
歩
き
、
肌
で
感
じ
た

松
本
孝
三
著

『民
間
説
話

（伝
承
〉
の
研
究
』

小

林

幸

夫

実
感
を
書
き
と
め
な
が
ら
、
ひ
ろ
く
類
話
に
目
を
く
ば
つ
て
、
北
陸
や
四
国

の
昔
話
、
あ
る
い
は
南
島
説
話
を
比
較
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
民
間
説
話
が

語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
場
や
、
伝
承
の
実
態
が
、
記
録
さ
れ
論
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
を
根
底
で
さ
さ
え
る
の
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

第

一
編

「昔
話
伝
承
論
」
は
六
編
の
論
文
か
ら
な
る
。
ま
ず

「
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
」
と
は
何
か
が
、
わ
か
り
や
す
く
語
ら
れ
る

（第

一
章

「昔
話
の

フ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
。
い
わ
く
、
地
域
に
暮
ら
す
人
々
の
体
験
と
記
憶
の

中
に
深
く
分
け
入

っ
て
、
「未
知
の
世
界
を
発
見
」
す
る
こ
と
。
著
者
の
こ

の
考
え
は
、
第
三
章

「昔
話
伝
承
の
機
能
」
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
北
陸
の

「豆
こ
話
」
を
例
に
と
れ
ば
、
か
つ
て
は
、
神
を
な
ご
ま

せ
る
性
的
な
笑
い
に
、
穀
物
の
豊
穣
を
期
待
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。
共
同
体

の
儀
礼
の
場
が
失
わ
れ
て
も
、
「豆
こ
話
」
の
お
お
ら
か
な
笑
い
は
、
「な
お

ら
い
の
場
」
で
、
「
最
初
に
語
る
話
」
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。
こ
の
話
の
祝

儀
性
が
、
ハ
レ
の
場
で
喜
ば
れ
た
の
で
あ
る
。　
一
方
ま
た
、
そ
の
祝
儀
性
ゆ

え
に
、
性
的
な

「豆
こ
話
」
は
、
炉
端
の
ケ
の
ハ
ナ
シ
の
世
界
に
も
伝
承
さ

五
三

松
本
孝
三
著
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の
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究
』



れ
て
き
た
。
笑
話
の
始
源
に
つ
な
が
る
お
も
し
ろ
い
指
摘
だ
け
に
、
「豆
こ

話
」
の
も
つ

「穀
物
の
予
祝

・
豊
饒
性
」
の
機
能
の
さ
ら
な
る
検
討
に
く
わ

え
て
、
そ
れ
と
伝
播
者

（座
頭

・
説
教
僧
）
と
の
関
連
が
知
り
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

右
は
ひ
と
つ
の
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
著
者
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
た
ず

さ
わ
り
な
が
ら
、
昔
話
伝
承
の
変
遷
に
目
を
と
め
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
く

わ
え
て

「語
り
手
の
人
生
」
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
「
そ
の
人
の
生
き
た
時

代
」
を
見
て
ゆ
く
こ
と
。
そ
こ
に

「伝
承
」
研
究
の
意
義
を
認
め
る
著
者

の
、
民
間
説
話
研
究
の
基
本
線
が
あ
る
。
松
本
氏
が
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
伝

承
者
の
生
活
に
目
を
こ
ら
す
の
も
、
そ
の
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る

（第
四

章

「説
話
の
伝
承
者
し
。

第
二
編

「昔
話
の
地
域
伝
承
」
に
お
さ
め
ら
れ
た
六
編
は
、
い
ず
れ
も
が

音
話
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
。
石
川
県
、
高
知
県
、
沖
縄
南
西
諸
島
な
ど
、

い
く
ど
と
な
く
か
さ
ね
ら
れ
た
調
査
か
ら
、
昔
話
伝
承
の

「多
様
性
」
や
ゆ

た
か
さ
が
浮
か
び
あ
が
る
。
地
域
に
よ
っ
て
伝
承
の
実
態
が
こ
と
な
れ
ば
、

昔
話
に
も
ゆ
た
か
な
表
情
が
う
ま
れ
て
く
る
。
著
者
は
そ
こ
に

「伝
承
者
の

担
う
文
化
の
重
み
」
を
感
じ
と
る

（第
二
章

「
石
川
県
の
語
り
手
し
。

著
者
に
と
っ
て
昔
話
調
査
と
は
、
伝
承
者
の

「生
き
方
」
を
知
り
、
語
り

手
の

「
半
生
に
触
れ
る
」
こ
と
で
も
あ
る

（「
沖
縄

・
佐
敷
町
の
昔
話
伝

承
し
。
だ
か
ら
地
域
の

「
家
系
伝
承
」
は
も
ち
ろ
ん
、
「
村
落
伝
承
」
や

「来
訪
者
伝
承
」
が
、
丹
念
に
追
跡
さ
れ
記
録
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
調
査
の
日
は
、
た
と
え
ば
佐
敷
町
の

「村
芝
居
」
に
も
そ
そ
が
れ

五
四

て
、
農
閑
期
の
愉
し
み
、
「
ム
ラ
ア
シ
ビ
」
の
と
き
が
、
史
諄
、
伝
説
、
昔

話
、
民
間
神
話
な
ど
の
ゆ
た
か
な
伝
承
の
場
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
。

著
者
が
在
地
の
芸
能
に
目
を
向
け
る
の
も
、
村
に
生
き
る
人
々
の
愉
し
み
の

う
ち
に
民
間
説
話
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
な
か
で

実
感
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
三
編

「伝
説
伝
承
論
」
に
は
、
伝
説
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
漂
着
伝

説
、
大
人
伝
説
、
怪
異
伝
説
、
西
行
伝
説
、
そ
し
て
八
百
比
丘
尼
伝
説
。
調

査
の
対
象
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
現
場
に
足
を
は
こ
び
、
自
分
の
日
で
伝

承
の
風
景
を
た
し
か
め
る
姿
勢
は
、
い
ず
れ
の
論
に
も

一
貫
し
て
い
る
。
そ

う
し
て
得
た
課
題
を
、
在
地
の
資
料

（地
誌
）
や
聞
書
に
よ
っ
て
実
証
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
も
、
ま
た
か
わ
ら
な
い
。
丹
念
に
文
献
を
た
ど
り
な
が
ら
、

伝
説
を
う
み
だ
す
信
仰
の
か
た
ち
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て

伝
説
と
民
間
信
仰
の
交
渉
の
あ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

（八
幡
信
仰
、
御
霊

信
仰
、
雷
神
信
仰
、
熊
野
信
仰
な
ど
）
。
ま
さ
に
師

・
福
田
晃
氏
か
ら
学
ん

だ
、
「実
感
実
証
の
学
」
の
忠
実
な
実
践
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
い
さ

さ
か
の
不
満
は
の
こ
る
。
た
と
え
ば
愛
媛
県
の

「綾
延
姫
」
伝
説
を
、
綾
延

八
幡
神
社
神
職
の
汐
崎
氏
の
始
祖
伝
承
と
す
る
の
は
い
い
が
、
神
職
汐
崎
氏

が
、
そ
れ
を
な
ぜ

「綾
延
姫
」
の
漂
着
の
歴
史
と
し
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
八
幡
神
が
御
霊
神
で
あ
り
、
あ
わ
れ
な
姫
君
の
霊
を
し
ず
め
る

た
め

（御
霊
信
仰
）
と
す
る
の
は
、
少
し
も
の
足
ら
な
い

（第

一
章

「
四
国

の
漂
着
伝
説
考
し
。
海
の
神
を
む
か
え
ま
つ
る
信
仰
と
、
こ
の
伝
説
が
、
ど

う
む
す
び
つ
く
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
か
た
ち
が
も
っ
と
知
り
た
い
。



若
狭
小
浜
の
西
行
伝
説
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る

（第
五
章

「若

狭
の
西
行
伝
説
し
。
著
者
が
い
う
よ
う
に
、
後
瀬
山

（熊
野
山
）
は
、
熊
野

修
験
や
比
丘
尼
の
拠
っ
た
霊
地
で
あ
っ
た
。
当
地
の
西
行
伝
説
が
、
彼
ら
の

手
で
は
こ
ば
れ
て
き
た
の
も

一
面
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
「熊
野
山
神

明
宮
」
の
縁
起
を
見
て
も
、
も
う
少
し
伝
承
は
複
雑
で
錯
綜
し
て
い
る
よ
う

だ
。
西
行
伝
説
を
伝
え
る

「熊
野
山
神
明
宮
」
は
、
「女
伊
勢
大
神
宮
」
と

も
称
さ
れ
る
。
近
世
の
西
行
伝
承
は
、
こ
の
地
に
お
い
て
、
熊
野
と
伊
勢
、

ふ
た
つ
の
信
仰
が
重
層
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
重
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
伝
承
研
究
の
大
切
な
視
点

と
思
わ
れ
る
。

第
四
編

「笑
話
伝
承
論
」
は
三
編
の
論
文
か
ら
な
る
。
加
賀
自
山
麓
の

「愚
か
村
話
」
二
編
と
、
南
島
の
艶
笑
諄
。
白
山
麓
の

「
愚
か
村
」
論
か
ら

浮
か
び
あ
が
る
の
は
、
同
じ
村
の
な
か
で
も
、
特
定
の
地
を
こ
と
さ
ら
蔑
視

す
る

「差
別
の
二
重
構
造
」
で
あ
る

（第

一
章

「愚
か
村
話
の
特
質
し
。
白

山
麓
の
下
田
原
話
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
二
重
構
造
の
う
ち
に
、
著
者
は
、

山
奥
か
ら
の
来
訪
者
を
長
怖
す
る
観
念
と
、
田
舎
者
を
蔑
む
意
識
を
読
み
と

っ
て
い
る
。
狭
い
共
同
体
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
貧
し
い
村
人
を
異
端
視

す
る
、
き
び
し
い
生
活
の
現
実
の
反
映
を
み
る
の
で
あ
る

（第
二
章

「加
賀

白
山
麓

・
下
田
原
話
考
し
。

奄
美
諸
島
、
沖
縄
本
島
、
宮
古
島
地
方
の
艶
笑
諄
を
と
り
あ
げ
た
論
文

は
、
「
お
ど
け
者
」
論
で
も
あ
る

（第
三
章

「南
島
の
笑
話
と
艶
笑
諄
し
。

こ
こ
に
紹
介
さ
れ
る
南
島
の
笑
話
の
主
人
公
は
、
い
ず
れ
も
が
底
抜
け
に
あ

松
本
孝
三
著

『民
間
説
話

〈伝
承
〉
の
研
究
』

か
る
い
頓
知
者

・
狡
智
者
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

風
土
や
性
格
を
異
に
し
、
明
暗
と
こ
ろ
を
か
え
て
、
対
照
的
な
か
た
ち
を

と
る
と
は
い
え
、
白
山
麓
と
南
島
の
笑
話
は
、
と
も
に
共
通
の
性
格
を
そ
な

え
て
い
る
。
主
人
公
が
、
知
恵
の
は
た
ら
き
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
下
田
原
村
の
主
人
公
も
、
愚
か
さ
が
笑
わ
れ
る
に
し
て
も
、
頓
知
に
す

ぐ
れ
た
人
物
で
も
あ
る
。
笑
話
の
主
人
公
が
、
愚
か
さ
と
知
恵
、
こ
の
ふ
た

つ
な
が
ら
の
性
格
を
そ
な
え
て
語
ら
れ
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

よ
い
か
。
吉
四
六
話
や

一
休
話
と
も
つ
な
が
る

「
お
ど
け
者
」
論
の
課
題
で

あ
る
。

第
五
編
に
は
、
夏
中
り
物
伝
承
論
」
と
し
て
三
つ
の
論
文
に
く
わ
え
て
、

二
本
の
調
査
報
告
と
奥
浄
瑠
璃
の
翻
刻

一
本
が
の
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
が
お

さ
め
ら
れ
て
、
本
書
は
、
さ
ら
に
ゆ
た
か
な
口
承
文
芸
論
と
な
っ
た
。

白
山
麓
の
人
形
浄
瑠
璃

「大
職
冠
」
は
、
幸
若
舞
曲
の
詞
章
を
取
り
込
み

な
が
ら
、
独
自
の
語
り
を
形
成
し
て
き
た

（第

一
章

「白
山
麓
の
人
形
浄
瑠

璃

『大
職
冠
Ｌ
）
。
ま
た
佐
渡
の
説
経
人
形
が
、
公
平
浄
瑠
璃
盛
行
の
時
代

に
、
上
方
か
ら
伝
来
し
た
足
取
り
が
た
ど
ら
れ
る

（第
二
章

「佐
渡
の
説
経

人
形
し
。
あ
る
い
は
中
世
小
説
の

「も
ろ
か
ど
物
語
」
が
、
東
北

・
栗
駒
山

麓
を
舞
台
に
、
奥
浄
瑠
璃

「森
館
軍
記
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
語
り
の

変
容
を
た
ど
っ
て
、
栗
駒
の
地
の
巫
祝
唱
導
者
の
活
動
が
た
し
か
め
ら
れ
る

（第
三
章

「奥
浄
瑠
璃

「森
館
軍
記
」
の
伝
承
し
。

都
部
の
文
化
交
渉
を
た
ど
つ
て
、
正
本
や
人
形
の
伝
来
を
い
う
の
は
や
さ

し
い
。
し
か
し
三
つ
の
論
考
は
い
ず
れ
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

五
五



都
の
語
り
物
が
、
北
陸
、
佐
渡
、
東
北
の
地
に
は
こ
ば
れ
て
、
在
地
の
文
芸

と
し
て
育
て
ら
れ
て
ゆ
く
成
長
の
跡
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
。
作
品
本
文
の
比

較
校
合
だ
け
に
た
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
も
実
地
に
お
も
む
い
て
、
在

地
の
文
芸
と
し
て
育
て
ら
れ
た

「伝
承
の
か
た
ち
」
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
著
者
の

「伝
承
」
研
究
の
本
意
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
り
物
芸
能

が
、
き
び
し
い
生
活
を
送
る
人
々
の
、
「
ひ
と
と
き
の
娯
楽
」
の
う
ち
に
受

け
つ
が
れ
て
き
た
こ
と
を
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
か
さ
ね
な
が
ら
、
記
録
し

て
ゆ
く
。
語
り
の
芸
能
を
守
り
育
て
て
き
た
人
々
へ
の
、
す
ぐ
れ
た
共
感
の

記
録
が
こ
こ
に
あ
る

（第
四
章

「
尾
口
村
東
二
日
の
文
弥
人
形
浄
瑠
璃
聞

書
し
。

本
書
の
紹
介
に
あ
た
つ
て
、
い
さ
さ
か
フ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
感
に
こ

だ
わ
り
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
福
田
晃
氏
の

「
実
感
実
証
の

学
」
に
傾
倒
す
る
松
本
氏
の
伝
承
研
究
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
こ
に
あ
る
。

わ
た
し
も
著
者
と
と
も
に
、
東
北
の
山
村
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
を
歩
い
た

こ
と
が
あ
る
。
つ
ね
に
カ
メ
ラ
や
録
音
機
を
た
ず
さ
え
て
、
土
地
の
風
景
や

見
聞
を
克
明
に
記
録
す
る
。
そ
の
労
を
い
と
わ
ず
、
む
し
ろ
愉
し
み
と
し
て

歩
い
て
い
る
。
そ
の
膨
大
な
記
録
は
、
本
書
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
以
外
に

も
、
彼
の
も
と
に
整
理
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
の
煩
瑣
な
作
業
を
い
と
わ

な
い
こ
と
も
、
彼
の
才
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
す
ぐ
れ
た
民
間
伝
承
論
の

一

冊
は
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

（三
弥
井
書
店
　
平
成
十
九
年
十
月
　
五
二
六
頁
　
八
八
〇
〇
円
）

（こ
ば
や
し

・
ゆ
き
お
　
東
海
学
園
大
学
教
授
）

五
六


