
批

　

評
・
紹

　

介

　

幸
、
私
は
木
村
英
一
氏
の
「
小
島
博
士
と
そ
の
學
問
」
（
東
草
人
文
學
報

第
一
倦
第
四
独
）
を
蹟
ん
で
博
士
の
學
問
の
輪
廓
だ
け
は
分
っ
た
。
又
難

誌
支
那
學
第
十
倦
特
別
狭
を
見
て
博
士
の
學
問
の
後
章
へ
の
影
響
の
一
端

を
窺
ひ
得
仁
。
平
岡
武
夫
氏
や
重
渾
俊
郎
氏
の
論
文
が
本
書
に
牧
め
ら
れ

て
ゐ
る
「
分
野
誕
と
古
代
支
那
人
の
信
仰
」
「
原
商
」
の
登
展
で
あ
る
こ
と

は
既
に
小
・
川
茂
樹
氏
（
本
誌
七
倦
四
琥
）
や
鎌
田
重
雄
氏
（
歴
史
學
研
究

第
百
十
一
狭
）
が
指
摘
し
て
居
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
京
大
系
支
那
學

者
の
中
で
支
那
古
代
史
の
研
究
は
主
と
し
て
支
那
哲
學
専
攻
の
人
々
に
よ

っ
て
絞
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
分
る
。

　

扨
本
書
に
収
め
ら
れ
た
八
篇
を
概
観
す
る
に
著
者
自
身
も
い
は
れ
る
如

く
一
見
豪
健
と
し
七
綬
系
あ
る
叙
述
に
は
な
っ
て
ゐ
な
い
。
然
ら
ば
ど
う

い
ふ
標
準
で
博
士
の
仝
著
作
五
十
篇
以
上
の
中
か
ら
こ
の
八
篇
が
選
ば
れ

包
の
だ
ら
う
か
。
祥
富
一
篇
を
除
け
ば
昭
和
六
年
以
後
の
も
の
ば
か
り
で

且
残
り
の
七
篇
の
内
五
篇
ま
で
は
昭
和
十
一
年
以
降
の
近
作
で
あ
る
。
博

士
の
著
作
年
表
を
見
る
と
そ
の
論
文
の
大
牛
は
後
期
の
敷
篇
の
中
に
合
ま

れ
て
了
ふ
様
に
見
え
る
（
。
例
へ
ば
「
支
那
細
済
の
出
登
記
≒
墨
子
の
細
済

思
想
」
「
譚
嗣
同
の
仁
學
」
「
黄
宗
義
の
政
治
鯉
済
思
想
」
「
司
馬
避
の
自
由

放
任
睨
」
等
々
の
十
数
篇
は
盗
ぐ
ヽ
「
支
那
古
代
の
此
會
鯉
済
思
想
」
の
一

篇
の
中
に
合
ま
れ
て
ゐ
る
。
又
「
支
那
に
於
け
る
刑
罰
の
起
源
に
就
い
て
」

に
し
て
も
ぞ
れ
に
先
っ
て
「
倚
書
に
見
え
仁
る
五
刑
」
や
「
脛
済
よ
り
観

化
る
誓
書
の
蹟
刑
」
の
諸
篇
が
あ
り
、
結
局
本
書
所
牧
の
諸
篇
は
大
抵
博

士
の
諸
論
文
の
集
大
成
で
あ
る
様
に
思
は
れ
る
。
上
の
二
篇
以
外
の
七
篇

は
著
作
年
表
で
は
そ
れ
に
先
行
す
る
類
似
の
論
Ｊ
が
見
雷
ら
な
い
が
「
分
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文

　
　

堂

定
價
參
圓
六
拾
銭

　
　
　
　

小
島
博
士
の
著
作
に
就
い
て
は
私
は
従
来
殆
ん
ど
漬
ん
だ
こ
と
が
な
か

　
　
　

っ
仁
。
わ
づ
か
に
先
生
の
大
學
に
於
け
る
最
後
の
誹
義
「
涛
代
の
今
文
學
」

　
　
　

を
拝
聴
し
北
に
過
ぎ
ぬ
。
従
っ
て
博
士
の
學
問
に
関
し
て
識
る
所
極
め
て

　
　
　

浅
く
況
し
て
そ
の
學
問
は
東
洋
史
専
攻
者
に
は
甚
だ
苦
手
で
あ
る
所
の
思

　
　
　

想
史
で
あ
る
。
而
も
木
村
英
一
氏
の
言
に
よ
れ
ば
妾
表
さ
れ
仁
諸
論
文
は

　
　
　

博
士
の
學
問
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
。
本
書
だ
け
を
通
じ
て
博
士
の

　
　
　

學
問
を
一
気
に
呑
み
込
ま
う
と
し
仁
私
の
苦
痛
は
蓋
し
並
大
抵
で
は
な
か

　
　
　

っ
尤
こ
と
を
先
づ
告
白
さ
し
て
頂
き
■
Ｖ
-
い
。

　
　
　
　

人
の
著
作
を
讃
む
場
合
に
私
は
大
抵
不
知
不
識
の
間
に
そ
の
著
を
通
じ

　
　
　

て
そ
の
人
の
生
活
態
度
を
吟
味
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
次
に
は
そ
の

　
　
　

人
の
理
想
と
す
る
所
を
そ
の
著
か
ら
汲
み
取
ら
う
と
す
る
。
そ
し
て
期
待

　
　
　

が
外
れ
た
場
合
に
は
止
む
を
得
ず
そ
の
文
章
に
表
は
さ
れ
た
事
だ
け
で
満

　
　
　

足
す
る
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。
小
島
博
士
の
場
合
私
は
敷
日
の
苦
吟
の
後
徒

　
　
　

に
自
分
の
器
の
小
な
る
を
嘆
す
る
の
み
で
逞
に
的
確
な
観
念
に
到
逢
し
得

　
　
　

な
か
っ
た
。
分
っ
た
の
は
唯
無
暗
と
手
庶
へ
が
あ
り
さ
う
だ
と
い
ふ
こ
と

Ｓ

　
　

だ
け
で
あ
る
ｏ

｜

｜

｜

｜

｜

｜



｛

　
　

野
説
と
古
代
支
那
人
の
信
仰
｝
は
昭
和
七
年
よ
い
十
一
年
に
至
る
特
殊
店

　
　
　

議
「
古
代
支
那
人
の
信
仰
」
「
五
行
説
研
究
」
等
に
於
て
準
備
さ
れ
て
ゐ
仁

　
　
　

も
の
と
思
は
れ
る
し
「
支
那
古
代
の
祭
祀
と
禰
槨
」
に
し
て
も
一
朝
に
し

　
　
　

成
っ
仁
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
こ
の
様
に
見
て
来
る
と
博
士
の
學
問
は

　
　
　

そ
の
時
々
の
興
味
に
謳
ら
れ
て
手
富
り
次
第
テ
ー
プ

　
　
　

献
を
漁
り
歩
く
態
の
も
の
と
は
大
に
異
り
常
に
一
定
の
関
心
の
方
向
が
あ

　
　
　

っ
て
後
年
に
至
り
そ
れ
等
炉
自
ら
凝
結
大
成
し
仁
も
の
と
推
測
出
来
る
の

　
　
　

で
あ
る
。
更
に
又
博
士
自
身
に
於
て
十
分
準
備
の
暇
が
な
か
っ
尤
穣
な
後

　
　
　

年
の
創
見
に
就
い
て
は
そ
の
弟
子
注
が
そ
れ
を
進
展
さ
し
仁
も
の
と
思
は

　
　
　

れ
る
。
「
原
商
」
の
一
篇
を
重
深
氏
が
疲
展
さ
せ
仁
如
き
そ
の
例
で
あ
ら

　
　
　

う
。
い
ひ
換
へ
れ
ば
博
士
の
學
問
學
統
そ
の
も
の
が
高
度
に
饅
系
的
で
あ

　
　
　

る
捻
に
特
に
一
著
書
に
於
て
表
面
上
の
戯
系
を
つ
ぐ
ヽ
ろ
ふ
必
嬰
が
な
か
っ

　
　
　

応
の
だ
と
さ
へ
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

又
本
書
を
通
試
し
て
感
す
る
こ
と
は
、
博
士
は
何
等
か
の
創
意
な
き
も

　
　
　

の
は
妾
表
の
意
義
が
な
い
と
い
ふ
方
針
を
堅
持
し
て
居
ら
れ
る
ら
し
い
こ

　
　
　

と
で
あ
る
。
従
で
本
書
の
渚
篇
は
各
々
何
等
か
の
意
味
で
人
の
心
を
打
つ

　
　
　

も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　

「
支
那
古
代
の
祭
祀
と
緩
奈
」
に
於
て
は
一
方
で
は
甲
骨
文
公
文
の
最
新

　
　
　

智
識
を
利
用
し
、
他
方
グ
ラ
ネ
等
の
民
族
學
的
方
法
を
･
≪
£
)
取
-
C
N
入
れ
な
が

　
　
　

ら
而
も
断
片
的
な
思
ひ
っ
き
に
堕
す
る
こ
と
な
く
、
祭
祀
に
関
す
る
あ
ら

　
　
　

ゆ
る
智
識
を
Ｉ
庶
秩
序
づ
け
仁
後
、
祭
と
政
治
の
関
係
を
規
定
し
、
更
に

　
　
　

［
祭
祀
と
緩
楽
］
の
一
章
を
附
け
加
へ
て
綾
は
祭
の
形
式
で
あ
る
こ
と
、
而

　
　
　

し
て
綾
は
翠
な
る
俄
臍
に
非
ず
此
會
に
對
す
る
規
範
力
を
持
つ
も
の
で
あ

り
、
後
世
六
典
や
會
典
の
如
き
法
典
と
化
す
る
素
質
を
持
っ
も
の
七
め
っ

た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
包
。
本
書
に
こ
の
綾
楽
の
一
章
を
附
加
し
な
い
と
ど

う
も
納
ま
り
が
悪
い
と
感
ぜ
ら
れ
包
所
に
正
に
博
士
の
釘
面
目
が
あ
る
。

　

西
洋
の
法
律
學
の
受
注
の
考
へ
方
だ
け
で
は
支
那
の
そ
れ
を
誕
明
出
来

な
い
こ
と
、
延
い
て
は
法
律
そ
の
も
の
Ｉ
観
念
を
支
那
の
法
律
を
観
る
こ

と
に
よ
っ
て
吏
改
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
大
問
題
を

提
出
さ
れ
仁
の
加
「
支
那
に
於
け
る
刑
罰
の
起
源
に
就
で
」
の
一
篇
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
私
が
か
ね
て
考
へ
て
居
包
歴
史
學
者
の
最
も
重
要
な
役
目

の
一
つ
で
あ
り
、
物
事
の
起
源
や
沿
革
を
調
べ
る
こ
と
の
最
高
の
意
義
は

正
に
こ
ｉ
に
あ
り
と
い
ふ
も
過
言
で
は
な
い
と
思
ふ
。

　

一
見
儲
り
に
も
複
雑
で
秩
序
の
っ
け
様
も
な
い
と
思
は
れ
る
支
那
の
祀

會
事
象
を
も
の
ゝ
見
事
に
歴
史
的
に
豊
系
づ
け
て
了
は
れ
穴
博
士
の
鼓
系

づ
け
の
技
倆
の
程
は
「
分
野
誕
と
古
代
支
那
人
の
信
仰
」
の
一
篇
に
も
よ

く
表
は
れ
て
ゐ
る
。
「
帝
は
本
末
始
祀
又
は
疸
頴
の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
、
従

っ
て
帝
の
崇
拝
は
祀
先
の
崇
拝
で
あ
っ
尤
の
で
あ
る
が
、
後
に
至
り
そ
れ

が
星
の
崇
秤
に
結
び
付
き
、
更
に
星
の
懸
っ
て
ゐ
る
天
の
崇
拝
に
移
行
し

化
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
」
こ
れ
が
博
士
の
結
論
で
あ
る
。
５
の
一
文
に
よ

っ
て
博
士
は
古
代
支
那
に
於
け
る
政
治
思
想
と
此
會
紺
済
思
想
以
外
の
諸

誕
諧
信
仰
を
一
畢
に
し
て
曽
系
づ
け
ら
れ
た
。

　

「
原
商
」
に
至
っ
て
は
博
士
の
創
意
の
中
で
も
一
際
鮮
か
な
一
篇
で
あ

り
、
あ
の
思
ひ
っ
き
の
名
人
で
あ
る
王
國
維
や
郭
沫
若
も
さ
す
が
に
こ
ｓ

に
は
思
ひ
到
ら
な
か
っ
包
所
の
も
の
で
あ
る
。
博
士
よ
り
二
年
程
前
に
傅

斯
年
が
「
周
東
封
輿
数
量
民
」
侃
る
論
文
を
礎
表
し
て
ゐ
る
こ
と
は
小
川
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氏
も
指
摘
し
て
居
ら
れ
ゝ
殷
の
逡
民
の
役
割
を
強
調
し
た
の
は
必
や
し
も

　
　
　

博
士
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
併
し
そ
の
詮
明
の
方
法
に
至
っ
て
は
全
然
別

　
　
　

の
も
の
で
あ
ｈ
’
、
商
の
字
が
古
ぐ
、
は
國
名
に
し
か
用
ひ
ら
れ
な
か
っ
た
こ

　
　
　

と
及
び
こ
の
字
の
み
が
そ
の
他
の
纒
済
的
意
味
を
持
つ
文
字
と
異
り
、
貝

　
　
　

に
従
は
な
い
こ
と
を
以
て
、
商
買
の
商
は
卯
も
殷
の
逍
民
の
揖
な
り
と
す

　
　
　

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

「
支
那
文
字
の
訓
詰
に
於
け
る
矛
盾
の
続
こ
も
博
士
の
卓
抜
な
創
見
の

　
　
　

一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　

「
支
那
げ
學
問
の
固
定
性
と
漢
代
以
後
の
社
會
」
で
は
、
漢
の
武
帝
が
諸

　
　
　

思
想
を
排
し
て
儒
學
に
統
一
し
仁
の
は
學
者
の
輿
論
を
封
や
る
鴛
の
手
段

　
　
　

で
あ
り
、
武
帝
は
支
那
の
學
問
を
飼
ひ
殺
し
に
し
仁
張
本
人
だ
と
い
ふ
通

　
　
　

詮
を
は
な
れ
て
、
む
し
ろ
常
時
の
祀
會
状
態
、
特
に
紺
済
状
態
が
然
ら
し

　
　
　

め
た
も
の
で
、
富
時
の
士
人
階
級
が
む
し
ろ
之
を
欲
し
た
の
で
あ
る
こ

　
　
　

と
、
漢
以
後
の
學
問
の
固
定
は
即
ち
支
那
の
社
會
の
固
定
に
よ
る
も
の
で

　
　
　

あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る

　

飽
く
ま
で
も
社
會
鯉
済
と
結
び
つ
け
よ
う
と

　
　
　

す
る
。
博
士
の
一
波
の
考
へ
方
で
あ
る
。

　
　
　
　

博
士
の
考
へ
に
よ
れ
ば
支
那
の
思
想
史
は
徹
頭
徹
尾
祀
會
思
想
の
受
注

　
　
　

の
歴
史
で
あ
る
。
道
徳
法
律
紅
済
政
治
等
を
合
む
廣
義
の
祀
會
現
象
に
開

　
　
　

す
る
思
想
の
み
が
支
那
で
は
受
達
し
尤
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書

　
　
　

を
通
じ
て
明
確
に
｝
貫
せ
る
考
へ
方
で
あ
る
。
こ
の
考
へ
方
に
ｔ
従
っ
て

　
　
　

「
支
那
古
代
の
社
命
紺
済
思
想
」
の
長
篇
は
集
大
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
而
も

　
　
　

支
那
に
於
て
は
古
代
の
み
な
ら
す
清
朝
に
至
る
迄
こ
の
風
潮
は
一
貫
し
て

2
5

　

居
る
と
て
清
朝
の
學
者
の
１
　
命
改
良
誕
を
も
Ｉ
々
畢
げ
て
居
ら
れ
る
所
に

博
士
の
周
到
な
用
意
が
あ
る
。
木
村
英
一
氏
も
い
は
れ
る
如
く
こ
の
一
篇

は
「
先
生
の
今
迄
登
表
さ
れ
た
も
の
の
中
で
最
も
高
い
も
の
」
；
ｖ
と
私
に

も
思
は
れ
る
。

　

武
内
義
雄
博
士
の
「
女
那
思
想
史
」
（
岩
波
全
書
こ
は
公
平
に
見
て
到

底
小
島
博
士
の
如
き
確
固
た
る
信
念
は
な
い
様
に
見
受
け
ら
れ
る
。
武
内

博
士
の
立
場
を
臆
測
す
る
に
、
博
士
の
思
想
史
は
支
那
人
の
精
紳
生
活
の

歴
史
で
あ
る
。
文
學
と
は
種
類
こ
そ
異
な
れ
凡
そ
人
間
の
精
紳
生
活
を
豊

か
に
す
る
も
の
が
思
想
で
あ
る
。
従
で
博
・
士
で
は
曾
て
支
那
人
の
頭
を
賑

は
し
た
所
の
も
の
は
何
で
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
佛
教
思
想
及
び
そ
の
影

響
が
中
世
近
世
に
於
て
重
ん
ぜ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
同
じ
く
京
都
帝
大

系
の
こ
の
二
人
の
碩
學
の
丑
想
観
を
對
照
し
て
見
る
の
は
誠
に
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
。
〔
内
藤
戊
申
〕

　
　

シ
ベ
リ
ア
諸
民
族
の
シ
ャ
ー
マ
ン
教
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さ
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。
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