
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

書

・
新
刊
紹
介

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

手
裕

『

敎
の

史
』

山

田

俊

手
裕

『

敎
の

史
』
は
、
窪
德
忠
『

敎
史
』（
山
川

出
版
社
、
一
九
七
七
年
）
以
後
、

座
・
シ
リ
ー
ズ
も
の
を
除
け

ば
、
本

で
刊
行
さ
れ
た
一
般
向
け

敎

史
と
し
て
は
ほ
ぼ
唯

一
の
書

で
あ
ろ
う
。
本

は
以
下
の

容
か
ら
構

さ
れ
て
い

る
。序

中
國
の

史
と

敎

第
１

敎
の

源

先

〜
後

第
２

信
仰
と

經
典
の
形

後

〜
六

末

第
３

統
合
と

熟

六

末
〜
五
代

第
４

變
容
と
新
た
な

み

遼
金
元

第
５

傳
統
の

承
と
多

〜
淸

第
６

代

の
混

と

出
發

中
華
民
國
〜
現
在

付

：

用
語
解

・
年
中
行
事
・
建
築
解

・
年
表
・
參
考

・
索
引
・
圖
版
出
典
一

各

ご
と
の
記

に

り
は
な
く
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
お
り
、

「
付

」
も
充
實
し
て
い
る
。
窪

が
出
版
さ
れ
て
以
後
四
〇
年

を
越
す

の

敎
の
各
領
域
に
於
け
る
專
門

究
の

果
が
十
二

分
に
踏
ま
え
ら
れ
た

容
と
言
え
る
。

ま
ず
序

で

べ
ら
れ
る
「

家
」「

敎
」

念
の
整
理
は

重

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

念
が

々
な
問
題
を
孕
む
も
の
で
あ

八
六



る
こ
と
は

敎

究
に
慣
れ
る

に
は

知
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
一
般
讀

に
は
「
思
想
・
哲
學
が

家
、
宗
敎
が

敎
」
或
い
は
「
中
國
人
は
建

で
は
儒
敎
、
本

で
は

敎
」
等

と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
對
し
筆

は
、
中
國
の
傳
統

で
は
兩

が
指
す

容
に
は
基
本

に

區
別
は
な
か
っ
た
が
（「

家
」
の
語
が
雙
方
を

味
し
て
い
た
）、

十
九
世
紀
後

以
降
の
「
宗
敎
（relig

io
n

）」

念
の
西
來
を
經

て
、

敎
を
宗
敎
・

家
を
哲
學
と
す
る
區
分
が
定
着
し
た
。
從

っ
て
、
傳
統

中
國
の
「

敎
」
と

代
以
降
に
廣
く
用
い
ら
れ

る

に
な
っ
た
「

敎
」
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
と
整

理
す
る
。
一
般
讀

に
對
し
て
は
こ
こ
ま
で
で
も
か
な
り

蒙

で
あ
ろ
う
。「
し
か
し
」
と
筆

は
言
い
、

の
用
語
例
を

吟
味
し
て
そ
の

味
を

す
る
と
い
う
作
業
を
常
と
す
る
中

國
古
典
學

究

に
と
り
、
こ
の
兩
「

敎
」
の
乖
離
は
さ
し
た

る
障

と
は
な
ら
な
い
と
言
う
。

ち
、
大
枠
を

提
と
す
る
こ

と
な
く
、

の
記

に

し
て
實
證

に
讀
み

む

勢
が
古

典

究
の
基
軸
と
な
る
べ
き
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、

時
代
に
よ
り
、
對

と
す
る

料
に
よ
り
、「

敎
」
の
枠
組
み

は

々
に
異
な
る
こ
と
に
な
り
、
第
３

の
佛
敎
の

經
、
第
５

の

侶
の
老
莊
釋

や
會

門
な
ど
、

敎
の

念
か
ら
は
些

か
外
れ
る
も
の
も
本

が
廣
く
取
り

ん
で
い
る
の
は
、
こ
う
し

た
理
解
を
背
景
に
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
序

の
記

だ
け
で

も
本

の
價
値
は
有
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、

敎
の

史
と
な
れ
ば
、
時

軸
に
沿
っ
た

・
人

物
・

派
・
思
想
・
社
會
と
の
關
わ
り
等
に
關
す
る
記

が
讀

の
求
め
る

で
あ
ろ
う
か
。

一
般
讀

を
想
定
し
て
い
る
と
な
れ
ば
、

度
な

考
證
は

控
え
る
べ
き

で
は
あ
ろ
う
が
、
本

は

書
誌
に
は
細
心
の

を
拂
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
２
・
３

に
亙
る
「
三
皇

經
・
靈
寶
經
・
上
淸
經
の
形

」
と
「
三
洞
四
輔

」
は
、
こ
の

數
十
年

で

も

究
の

展
し
た
領
域
の
一
つ
と
言
え
る

が
、
筆

は
そ
れ
ぞ
れ
の
經
典
群
の

立
經
緯
と

母
體
に
つ

い
て
、
僅
か
な
頁
で

領
よ
く
整
理
し
て
い
る
。「
三
皇
經
」
は

依
然

確
に
し
得
な
い
點
も
多
い
が
、

を

る

況
を

に
整
理
し
、「
靈
寶
經
」
は
思
想

容
に
も
言

し
つ
つ
、

母
體
と
經
典
の
系
統
に
つ
い
て
纏
め
、「
上
淸
經
」
に
つ
い
て
は

八
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上
淸
派
の

人
物
を
紹
介
し
つ
つ
、『
大
洞
眞
經
』
を
軸
に
そ

の
性
質
を
端

に
紹
介
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
多
く
の
先
行

究
を
踏
ま
え
て
も

、

白
に

し
得
な
い
事
項
の

い
に
は
愼
重
で
あ
る
。
例
え
ば
第
２

の
魏

晉
に
於
け
る
「
玄
學
」
流
行
の
理
由
に
就
い
て
は
、
武

義
雄
・

森
三
樹
三

・

川
芳

等
の

を
援
用
し
な
が
ら
も

定

表
現
を

け
、
第
３

の
『
老
子

胡
經
』
の

に
就
い
て
は
、

敎
側

と
佛
敎
側

の
二

を
竝
置
す
る
に
留
め
て
い
る
。

派
は
そ
の
理
解
が
複

で
あ
り
、
日
本
と
中
國
と
で
は
理
解

の
枠
組
み
自
體
に
も

い
が
あ
る
。
本

で
は
、
太
平

・
五
斗

米

（
後

）、
天
師

（
南
北

以
降
）、
帛
家

・
李
家

（
南
北

）、
上
淸
派
・
靈
寶
派
（
六

以
降
）、

眞
敎
・
太
一

敎
・
大

敎
（
金
末
以
降
）、
淨

・
天
心
法
・
神

派
・
淸

微
派
（

以
降
）、

門
派
（

以
降
）、

眞

派
等
の
重

か

つ

ね
共

識
を
得
ら
れ
て
い
る

派
を
そ
れ
ぞ
れ
の
發
生
時

期
に
應
じ
て
記

し
て
い
る
。
樓

派
の
記

を
コ
ラ
ム
に
讓
っ

て
い
る
の
は
筆

の
見
識
の
現
れ
で
あ
ろ
う
か
。

思
想
の
面
で

も
紙
幅
を
費
や
し
て
い
る
の
が
第
３

の
「
４

思
想
と

の
發
展
」
で
あ
る
。

敎
史
上
そ
の
思
想
面
が

も

深

し
た
の
は

代
で
あ
り
、
そ
れ
は
佛
敎
・
儒
敎
思
想
と
の
交

流
を
背
景
に
持
つ
。
そ
の

例
の
一
つ
が
「

性
」
思
想
の

誕
生
で
あ
り
、
本

は
佛
敎
の
「
佛
性
」
思
想
と

敎
の
「

性
」
の

似
性
、『
莊
子
』
を
踏
ま
え
た

敎
の
「

性
」
の
獨

自
性
等
を
丁
寧
に
記

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「

性
」
と
深

く
關
わ
る
「
重
玄
」
の
思
想
も
こ
の
時
期
を
代
表
す
る

念
で
あ

り
、
そ
の

も
充
分
且
つ
丁
寧
で
あ
る
。

敎
の

に
關
し
て
は
金
丹
と

丹
の

史
に
つ
い
て
詳
細

に

べ
ら
れ
て
い
る
。
金
丹
に
就
い
て
は
『
抱
朴
子
』
系
の
「
金

砂
派
」、『

易
參
同

』
系
の
「
鉛
汞
派
」
と
い
う
、
中
國
の

究

の

點
を
用
い
つ
つ
整
理
す
る
。
一
方
、
氣
を
體

に
取
り

入
れ

ら
す

と
し
て
の
「

氣
・
行
氣
・
胎
息
」
等
は
本
來

別
々
の

で
あ
っ
た
が

代
頃
に
は
一
體

し
、
そ
の
後
、
胎

息
法
が
重

さ
れ
、
そ
れ
が

丹
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
生
じ
、
そ

し
て
、
金
丹

の
鉛
汞
理
論
が
流
行
し
、
そ
の
用
語
が

丹

に

轉
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
整
理
し
て
い
る
。

丹
に
關
す
る

報
が
網
羅

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
經
緯
の

は

八
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些
か
專
門

で
錯
綜
し
て
い
る
。

、「
外
丹
」
の
語
に
こ
こ
で

言

し
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
形

さ
れ

た

丹
が

代
以
降
の
新
し
い

丹

へ
と
展
開
し
て
い
く
。

『
鍾
呂
傳

集
』『
靈
寶
畢
法
』『
西
山
群
仙
會
眞
記
』
等
に
集
約

さ
れ
る
鍾
呂
系
の

丹
法
、
そ
し
て
、
南

・
白
玉

の
提
唱
に

よ
る
北

・
張
伯
端
を
開

と
す
る
南
宗
と
、

眞
敎
・
王
喆
を

淵
源
と
す
る
北
宗
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
南
北
宗
の

も
、
張

伯
端
を

承
す
る
と
さ
れ
る
石
泰
・

式
の
系

に
は
未
確

部

分
が

る
こ
と
を
指
摘
し
、
南
宗
（
派
）・
北
宗
（
派
）
と
い
う

整
理
區
分
が
定
着
す
る
の
は

頃
よ
り
で
あ
る
と
の
事
實
確

も
怠
っ
て
い
な
い
。

丹
法
が
そ
の
後
一
般

人
へ
と
廣
が
っ
て

行
っ
た
展
開
に
つ
い
て
は

代
の
頁
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

敎
と
社
會
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
も
多
く
記

さ
れ
て
い
る
。

敎
管
理
制
度
に
係
る
問
題
は

年
の
中
國
の

究
で
重

さ
れ

て
い
る
領
域
だ
が
、
本

で
も
各
時
代
に
於
い
て
頁
を

い
て

「

官
・

・

制
度
」
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。
六

〜

代
は
、
こ
う
し
た
制
度
の
誕
生
期
に
相
當
す
る
た
め
、
そ
の

史
經
緯
を

し
、
特
に

代
の
科

試

特
有
の
「

」

（『
老
子
』
に
よ
る
出
題
）
に
つ
い
て
丁
寧
に
記

し
て
い
る
。

代
は
一
般
の
官
職
制
度
も
複

だ
が
、

代
の

敎
の
位
階
は
、

傳
統

な
位
階
制
に
當
事

の
關
わ
っ
た

法
の
位
階
が
交
わ
り

複

し
、
南

に
到
る
と
位
階
の

用
が
見
ら
れ
る

に
な
る

と
い
う
記

は
、
實
體
に

し
た
記

と
言
え
よ
う
。

淸
の

敎
制
度
も
整
理
の
上

べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

山
（
天
師

）・
茅
山
（
上
淸
派
）・
閤

山
（
靈
寶
派
）
の
三
山
が
各
々
獨

自
の
シ
ス
テ
ム
で
符

を
發
行
出
來
た
と
い
う

謂
「
三
山
符

」
は
筆

が
專
門
と
す
る

だ
が
、

士
の

格
と
階
位
が
シ

ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
管
理
さ
れ
て
い
た

體
例
の
一
つ
と
言
え
る
。

代
以
降
の

敎
が
こ
う
し
た
制
度
を
介
し
て
社
會
と
深
く
關
わ

っ
て
い
た
と
い
う
記

は
、「

敎
」＝

「
無
爲
自
然
を

げ
て

遁
す
る
宗
敎
」
と
い
う
一
般
讀

の

識
を
新
た
に
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
各
時
代
の
考
證
と
し
て
は
、

・
淸
・
民
國
時
代
も
充

實
し
て
お
り
、

流
の
動
態
の

は

體

且
つ
詳
細
で
あ

る
。中

國
史
上
、

敎
が
何
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
か
に
就
い
て

は
、

敎
理
解
の
枠
組
み
が
關
係
し
定
見
が
な
い
。
中
國
で
は
日
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本
と
は
異
な
る

點
も
有
り
、
よ
り
早
期
の
發
生
を

張
す
る

究

も
い
る
。
本

が

敎
の
誕
生
時
期
を

確
に
言
う
こ
と
は

な
い
が
、「

敎

」

素
が
よ
り
早
い
時
期
に
存
在
し
て
い
た

可
能
性
に
つ
い
て
の
指
摘
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

・
李
少

君
の
祠

が

丹

の
濫

で
あ
る
可
能
性
、
後

の
出
土

料
「
解

」
に
原
始

な
符
篆
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

代
の
出

土

料
「
日
書
」
に
禹

の
記

が
見
ら
れ
る
こ
と
等
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
後
に

敎
の
一
部
と
な
る
で
あ
ろ
う

素

が
よ
り
早
い
段
階
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

味
す
る
も
の
で
あ

り
、
興
味
深
い
指
摘
と
言
え
る
。

代
の
「
老
子
銘
」
の
個

で

身
體
論

解
釋
の

脈
で
「

庭
」
に

き

ぶ
の
も
そ
の
一
例

で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
一
般
に
「
老
莊
」
と

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

兩

が
結
び
つ
く
事
例
は

『
淮
南
子
』
が

出
で
あ
る
こ
と
、

後

頃
に
は
老
子
は

に
神
仙

存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
三

洞
四
輔
に
よ
る

敎
經
典
の
整
理
後
も

面

統
合

が
必
ず
し

も

ん
で
い
た
譯
で
は
な
い
こ
と
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
金
丹
南
宗

の
他
に
も
別
の
傳
承
が
あ
っ
た
こ
と
、
等
は
見

し
が
ち
な
コ
メ

ン
ト
で
は
あ
る
が
、
重

な
指
摘
と
言
え
よ
う
。

本

は
山
川
出
版
社
企
畫
の
「
宗
敎
の
世
界
史
」
シ
リ
ー
ズ
の

一

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
讀

を
も
想
定
し
た

容
と
當
然

推
測
さ
れ
る
が
、
專
門

書
と
し
て
も
十
分
に
讀
み
應
え
の
あ
る

一

で
あ
る
。「
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
の
人
に
も
利
用
し
て
い
た

だ
け
る
汎
用
性
」（
二
十
一
頁
）
を

慮
し
た
と
い
う
記

に
筆

自
身
の
方
針
を
窺
う
こ
と
が
出
來
る
。
そ
の
分
、
淸

末
期
の

書
の
刊
行

況
を
紹
介
し
た
箇

等
は

名
が
ほ
ぼ
一
頁
に

亙
っ
て
列

さ
れ
て
お
り
、
一
般
讀

に
は
や
や
辛
い
か
も
し
れ

な
い
。

末
に
紹
介
す
る
參
考

の
大

は
專
門

究

が
日

頃
參
考
と
す
る

の

で
あ
り
、
本

は
そ
の

果
が
十
分
に

踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら

敎

究
を
志
す
學
部
生
等
が

に
手
に
取
る
一
書
と
し
て
は

と
言
え
よ
う
。
自
分
が
學

部
生
の
頃
に
本

が
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

し
く
思

う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
四
六
版
、
三
五
〇
頁
、
二
〇
一
五
年
四

、

山
川
出
版
社
、
三
五
〇
〇
圓

別
））

九
〇

『

敎
の

史
』


