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日
本
の
朱
子
学
・
陽
明
学
受
容

小
島
　
毅

 　

※
本
稿
は
、
２
０
１
５
年
５
月
27
日
、
東
洋
哲
学
研
究
所
の
研
究

員
・
委
嘱
研
究
員
を
対
象
に
行
わ
れ
た
「
社
会
と
宗
教
」
研
究

会
で
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

は
じ
め
に

　

私
は
、
中
国
思
想
、
特
に
朱
子
学
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い

ま
す
。
朱
子
学
の
研
究
と
い
っ
て
も
、
そ
の
哲
学
的
な
研
究
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
朱
子
学
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
過
程
で
成

立
し
、
ど
の
よ
う
に
中
国
の
中
で
広
が
り
、
韓
国
、
ベ
ト
ナ
ム
、

日
本
に
ど
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究

テ
ー
マ
に
し
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
哲
学
研
究
と

い
う
よ
り
は
、
歴
史
と
し
て
の
思
想
史
の
研
究
を
し
て
い
る
人

間
で
す
。
そ
し
て
、
日
本
で
の
朱
子
学
受
容
に
つ
い
て
の
本
も

書
い
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
こ
の
観
点
か
ら
「
日
本
の
朱
子
学
・

陽
明
学
受
容
」
と
題
し
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い

ま
す
。

　

思
想
史
や
中
国
学
の
専
門
で
は
な
い
方
々
が
今
日
は
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
「
そ
ん
な
話
は

も
う
前
か
ら
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
中
身
で
終
始
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
基
本
的
な
こ
と
か
ら
始
め
て
、
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私
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１
　
漢
唐
訓
詁
学

　

ま
ず
、
中
国
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
朱
子
学
・
陽
明
学
が
生
ま

れ
た
の
か
か
ら
お
話
を
始
め
ま
す
。

　

朱
子
学
・
陽
明
学
、
こ
の
言
葉
は
、
ど
ち
ら
も
儒
教
の
流
派

に
与
え
ら
れ
た
名
称
で
す
。
朱
子
学
は
朱
熹
︵
１
１
３
０
～
１
２

０
０
︶
と
い
う
人
の
教
説
を
奉
じ
る
流
派
で
す
。
孔
子
・
孟
子
と

い
う
と
き
の
「
子
」
は
先
生
の
尊
称
で
、
そ
れ
と
並
べ
て
開
祖

の
朱し

ゅ

熹き

を
「
朱
子
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
朱
子
学
と
い
う
わ
け
で

す
。
一
方
、
陽
明
学
の
ほ
う
は
、
王
守し

ゅ

仁じ
ん

︵
１
４
７
２
～
１
５
２
７
︶

と
い
う
人
が
主
張
し
た
内
容
を
受
け
継
ぐ
流
派
で
、
王
守
仁
の

号
が
「
陽
明
」
で
し
た
の
で
、
陽
明
学
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

儒
教
は
、
漢
︵
紀
元
前
２
０
２
～
紀
元
後
２
２
０
︶
の
時
代
に
教

学
と
し
て
大
成
し
ま
し
た
。
そ
う
申
し
上
げ
る
と
、「
儒
教
は
孔

子
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
わ
れ
る
方
が
多
い
と
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
孔
子
は
儒
教
の
開
祖
と
さ
れ
る
わ
け
で
す

が
、
私
の
言
葉
遣
い
と
し
て
、
孔
子
の
こ
ろ
は
ま
だ
儒
家
で
あ

り
ま
し
て
、
儒
教
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
整
備
さ
れ
る

の
は
漢
代
に
な
っ
て
か
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
史
料
上
も
「
儒

教
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
の
は
も
っ
と
後
で
、
漢
代
で
も

ま
だ
出
て
来
ま
せ
ん
。
西
暦
５
世
紀
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
「
儒

教
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
道
教
、
仏
教
が
そ
の

こ
ろ
成
立
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
と
並
べ
て
「
儒
の
教
え
」、
す
な
わ
ち
「
儒
教
」
と
い
う

用
語
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

そ
の
儒
教
は
漢
代
に
大
成
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
身
は
孔
子

が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
経
書
で
す
。
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
儒
教
の
中
で
は
孔
子
が
編
纂
し
た
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
経
書
の
解
釈
を
通
じ
て
理
想
の

国
家
像
を
提
起
し
、
漢
の
時
代
に
は
、
実
際
の
国
政
を
左
右
す

る
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
象
徴
的
事
例
が
王
莽
と
い
う
人
で
、『
平
家
物
語
』
の
冒

頭
で
「
祗
園
精
舎
の
鐘
の
声
」
の
中
に
出
て
来
る
話
で
す
。
彼

は
漢
に
代
わ
る
新
し
い
王
朝
「
新
」
と
い
う
王
朝
を
つ
く
り
ま

す
。
た
だ
、
王
莽
は
儒
教
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
あ
ま
り
に
も

現
実
離
れ
し
た
机
上
の
空
論
に
よ
る
統
治
を
試
み
た
た
め
に
、

民
心
が
離
反
し
て
、
新
は
王
朝
と
い
い
な
が
ら
王
莽
一
代
15
年
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で
滅
亡
し
ま
す
。

　

こ
の
混
乱
を
収
拾
し
た
の
が
漢
の
高
祖
の
血
を
引
く
人
物
で

あ
り
ま
し
て
、
彼
が
皇
帝
に
即
位
し
て
再
び
漢
王
朝
を
復
興
し

ま
す
。
光
武
帝
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
上
は
こ
の
光
武
帝

以
降
は
後
漢
と
呼
ば
れ
、
王
莽
が
滅
ぼ
し
た
そ
れ
以
前
の
漢
は

前
漢
と
呼
ば
れ
て
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
光
武
帝
に
始
ま
る
後
漢
時
代
に
、
儒
教
は
さ
ら
に
精
緻

な
理
論
化
を
進
め
、
体
制
教
学
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
孔
子
が
編
纂
し
た
と
い
う
こ
と
で
権

威
を
持
っ
て
い
る
経
書
の
文
章
を
、
一
文
字
ず
つ
緻
密
に
解
読

す
る
学
術
が
展
開
し
ま
し
た
。
こ
の
学
術
の
こ
と
を
、「
経
学
」

と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
時
か
ら
の
名
前
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
経
書
と
か
経
学
と
か
を
「
経け

い

」
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
仏
教
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
経き

ょ
う
」
と
実
態
は
同
じ
で
す
。

現
在
、
中
国
で
は
ど
ち
ら
も
ジ
ン
と
発
音
し
、
区
別
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
で
は
あ
る
時
期
か
ら
仏
教
関
係
の
用
語

は
呉
音
読
み
を
し
、
儒
教
は
仏
教
に
対
抗
し
て
わ
ざ
と
漢
音
で

読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
「
経
」
の
字
を
仏
教
の
ほ
う

で
は
呉
音
で
「
き
ょ
う
」
と
読
み
、
儒
教
で
は
「
け
い
」、
道
教

は
両
方
あ
っ
て
、
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
考
え
に
沿
っ
て

読
み
ま
す
が
、
実
態
は
同
じ
で
す
。
私
は
儒
教
の
研
究
者
で
す

の
で
、
基
本
的
に
は
「
け
い
」
と
読
み
ま
す
。

　

漢
が
滅
び
て
『
三
国
志
』
の
時
代
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
、

そ
の
時
代
を
含
め
て
歴
史
学
上
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
︵
２
２
０
～

５
８
９
︶
と
呼
ん
で
い
る
こ
ろ
、
仏
教
が
本
格
的
に
中
国
に
入
っ

て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
仏
典
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
中

国
語
に
翻
訳
す
る
事
業
が
進
み
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
読

解
が
行
わ
れ
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、

初
め
て
中
国
人
た
ち
は
中
国
語
を
一
つ
の
言
語
と
し
て
意
識
す

る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
、
自
分
た
ち
の
言
語
自
身
の
検
討
が
行
わ
れ
ま
す
。

儒
教
で
は
別
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
読
む
必
要
は
な
い
わ
け
で

す
が
、
儒
教
の
経
学
で
も
仏
教
の
側
の
影
響
を
受
け
て
、
自
分

た
ち
の
言
語
で
あ
る
中
国
語
を
再
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
が
意

識
的
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
を
通
じ
て
、
文
字
の
意
味
の
解
釈
の
手
法
が
一
層
深
め

ら
れ
て
い
き
ま
す
。
南
北
朝
時
代
を
統
合
し
た
の
が
隋
で
、
こ

の
王
朝
も
短
命
で
終
わ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
経
て
唐
︵
６
１
８
～
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９
０
７
︶
が
３
０
０
年
間
続
き
ま
す
。
こ
の
唐
の
時
代
の
初
期
に
、

後
漢
以
降
の
経
学
の
精
華
を
集
成
し
た
「
五
経
正
義
」
を
国
家

事
業
と
し
て
編
纂
い
た
し
ま
す
。
仏
教
で
い
う
と
、
ち
ょ
う
ど

玄
奘
三
蔵
が
仏
典
の
新
た
な
訳
を
し
て
い
る
の
と
同
時
期
で
す
。

　

こ
こ
に
お
け
る
儒
教
の
経
学
は
、
文
字
の
解
釈
に
重
点
を
置

く
と
い
う
点
か
ら
漢
唐
訓
詁
学
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
訓
詁
と

い
う
の
は
文
字
の
解
釈
で
す
。
し
か
し
、
７
５
５
年
に
勃
発
し

た
安
禄
山
の
乱
に
よ
っ
て
王
朝
権
力
が
衰
退
し
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
国
家
・
政
府
が
定
め
た
五
経
正
義
と
は
異
な
る
解
釈
を

経
書
に
施
す
動
き
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
担
い
手

た
ち
も
、
別
に
反
体
制
派
、
国
家
に
反
逆
し
よ
う
と
い
う
人
た

ち
で
は
な
く
、
む
し
ろ
唐
王
朝
を
支
え
る
官
僚
︵
士
大
夫
︶
の
一

員
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
た
だ
、
後
漢
以
来
の
経
学
の
積
み

重
ね
を
再
検
討
し
た
上
で
、
孔
子
が
そ
も
そ
も
経
書
を
編
纂
し

た
本
来
の
意
図
に
つ
い
て
改
め
て
自
分
の
頭
で
考
え
て
み
る
、

み
ず
か
ら
探
求
し
て
み
よ
う
と
企
て
た
の
で
あ
り
ま
す
。

２
　
朱
子
学
・
陽
明
学
の
誕
生

　

唐
が
滅
亡
し
て
、
五
代
と
呼
ば
れ
る
数
十
年
間
の
短
命
王
朝

が
続
い
た
時
代
を
経
て
、
宋
︵
９
６
０
～
１
２
７
６
︶
の
時
代
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
３
０
０
年
続
い
た
長
命
の
王
朝
で
す
。
宋

の
時
代
、
朝
廷
で
は
五
経
正
義
を
踏
襲
し
た
上
で
、
そ
こ
に
は

収
録
さ
れ
て
い
な
い
他
の
経
書
七
つ
を
増
補
し
、
当
時
実
用
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
印
刷
技
術
を
用
い
て
刊
行
し
ま
す
。

唐
の
時
代
に
は
ま
だ
印
刷
が
普
及
し
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

「
印
刷
さ
れ
た
」
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
こ
と
で
す
。
印
刷

と
い
う
の
は
、
大
量
複
製
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
、
一
冊
ず
つ

本
を
手
で
書
き
写
す
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
写
本
と
い
う
の
は

ど
う
し
て
も
字
の
間
違
い
が
出
て
来
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

印
刷
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
同
じ
で
す
。

　

宋
の
初
め
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
「
十
三
経
注
疏
」
と
呼
び

ま
す
。
実
は
こ
の
段
階
で
は
『
孟
子
』
は
ま
だ
入
っ
て
い
な
い

の
で
本
当
は
「
十
二
」
で
す
。
そ
の
中
に
『
春
秋
』
と
い
う
孔

子
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
歴
史
の
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
解
釈
は
三
通
り
の
流
派
が
あ
り
ま
す
。
経
と
し
て

は
『
春
秋
』
は
一
つ
で
す
が
、
こ
の
三
通
り
の
流
派
を
三
伝
と

い
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
経
の
数
も
本
当
は
十
二
で
は

な
い
の
で
す
。
当
時
の
見
方
、
宋
の
初
め
に
印
刷
さ
れ
た
と
き
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の
呼
び
方
と
し
て
は
、
聖
な
る
数
と
さ
れ
て
い
た
九
と
い
う
数

を
用
い
て
「
九
経
正
義
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
私

た
ち
は
こ
れ
を
「
十
三
経
注
疏
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
当
時

の
名
称
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
五
経
正
義
を
引
き
継
い
だ
も
の
が
宋
の

初
め
10
世
紀
の
末
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
一
方
、

先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
唐
の
後
半
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
漢
唐
訓

詁
学
を
批
判
す
る
新
し
い
経
学
の
動
き
が
こ
の
直
後
か
ら
再
び

活
性
化
し
ま
す
。
そ
の
中
心
人
物
が
欧お

う

陽よ
う

脩し
ゅ
う︵

１
０
０
７
～
１
０

７
２
︶
で
す
。
こ
の
名
前
は
中
国
文
学
の
ほ
う
で
有
名
で
す
が
、

儒
教
史
の
う
え
で
も
経
学
上
、
非
常
に
重
要
な
人
物
で
す
。

　

さ
ら
に
こ
の
欧
陽
脩
を
受
け
継
い
で
、
そ
の
次
の
世
代
に
属

す
る
の
が
王
安
石
︵
１
０
２
１
～
１
０
８
６
︶
で
、
こ
の
人
も
政
治

史
の
上
で
巨
人
で
す
。
そ
れ
か
ら
程て

い

頤い

︵
１
０
３
３
～
１
１
０
７
︶、

蘇そ

軾し
ょ
く︵

１
０
３
６
～
１
１
０
１
︶
ら
が
新
し
い
経
学
を
体
系
化
し
、

多
く
の
流
派
が
競
い
合
う
状
況
が
生
ま
れ
ま
す
。
学
術
上
の
見

解
の
相
違
は
政
治
的
な
対
立
と
も
連
動
し
て
、「
党
争
」
と
呼
ば

れ
る
抗
争
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
北
方
の
金
の
侵
入
に
よ
っ

て
宋
が
南
遷
す
る
と
、
程
頤
の
流
れ
を
汲
む
道
学
と
呼
ば
れ
る

流
派
が
台
頭
し
、
そ
の
中
か
ら
朱
熹
が
登
場
し
ま
す
。

　

朱
子
学
の
特
性
は
、
理
気
論
を
樹
立
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
気
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
生
成
や
運

動
に
は
普
遍
的
法
則
性
と
し
て
の
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
人
間
社
会
に
お
け
る
個
々
人
や
政
府
の
行
為
・
行

動
も
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
理
論
で

す
。
各
個
人
に
も
理
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
︵
性
即
理
︶。

性
と
は
理
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
朱
熹
の
死
後
、
朱
子

学
は
、
単
に
思
想
体
系
と
し
て
理
論
的
に
優
れ
て
い
た
か
ら
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
な
幾
つ
か
の
条
件
と
も
適
合
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
諸
流
派
に
卓
越
す
る
位
置
を
占
め
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　

宋
の
あ
と
、
モ
ン
ゴ
ル
す
な
わ
ち
元
が
勃
興
し
ま
す
。
元
を

経
て
明
王
朝
︵
１
３
６
８
～
１
６
４
４
︶
が
続
き
ま
す
が
、
こ
れ
も

唐
や
宋
と
同
じ
く
３
０
０
年
近
く
続
い
た
長
命
王
朝
で
す
。
明

に
至
る
と
、
科
挙
試
験
で
の
答
案
作
成
に
は
朱
子
学
の
見
解
を

用
い
る
と
い
う
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
四
書
五

経
性
理
大
全
」
が
編
纂
さ
れ
ま
す
。
要
は
、
唐
の
初
め
の
五
経

正
義
に
代
わ
る
も
の
で
す
。
五
経
正
義
が
漢
唐
訓
詁
学
の
集
大
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成
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
四
書
五
経
性
理
大
全
は
朱
子
学
の

立
場
で
の
集
大
成
で
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
が
編
纂
さ
れ
る
と
、
最
初
は
漢
唐
訓
詁
学
を
批

判
し
て
始
ま
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
朱
子
学
の
体
制
教
学
化

に
よ
っ
て
ま
た
教
説
が
固
定
し
ま
し
た
。
思
想
史
と
い
う
の
は

一
般
に
こ
の
繰
り
返
し
で
す
。
あ
る
学
説
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が

オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
化
し
た
オ
ー
ソ
ド
キ

シ
ー
と
し
て
の
書
物
が
編
纂
さ
れ
る
と
、
そ
の
書
物
に
よ
っ
て

説
が
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
う
し
た
中
で
も
、
朱
熹
に
よ
る
経
書
解
釈
に
部
分
的
に
疑

い
の
念
を
抱
く
学
者
た
ち
が
、
朱
熹
の
説
の
一
部
修
正
と
い
う

形
で
自
説
を
主
張
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
最
大
の
修

正
を
主
張
し
た
の
が
王
守
仁
で
あ
り
ま
す
。
朱
熹
は
学
習
課
程

を
段
階
的
・
漸
進
的
な
も
の
と
し
て
提
示
し
ま
し
た
。
朱
熹
自

身
の
立
場
と
し
て
は
、「
私
が
初
め
て
そ
う
考
え
た
」
わ
け
で
は

な
く
、
孔
子
が
そ
う
主
張
し
て
い
た
と
い
う
立
場
で
す
。
自
分

が
正
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
教
祖
様
が
そ
う

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
人
た
ち
が
間

違
え
た
解
釈
を
し
て
い
た
と
主
張
す
る
わ
け
で
す
。
朱
熹
も
そ

う
主
張
し
て
い
ま
し
た
が
、
王
守
仁
は
そ
の
朱
熹
の
主
張
も
間

違
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

陽
明
学
に
よ
れ
ば
、
朱
熹
の
性
即
理
の
立
場
か
ら
の
説
で
は

心
の
生
き
生
き
と
し
た
活
発
さ
を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
心
の
本
来
の
動
き
を
肯
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
す
。

こ
れ
が
「
心
即
理
」
で
す
。

　

王
守
仁
の
場
合
も
、「
私
が
そ
う
思
い
つ
い
た
の
だ
」
で
は
な

く
て
、「
孔
子
や
孟
子
は
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
だ
。
漢
唐

訓
詁
学
の
連
中
は
そ
れ
を
間
違
え
て
解
釈
し
て
い
た
の
だ
。
朱

熹
も
間
違
っ
て
解
釈
し
て
い
た
」
と
い
う
立
場
か
ら
主
張
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
私
の
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』︵
筑
摩
書
房　

２

０
１
３
年
︶
と
い
う
本
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
そ
の
陽
明
学
な
る
も
の
は
16
世
紀
に
誕
生
す
る
わ
け

で
す
が
、
当
時
の
中
国
、
明
代
後
半
に
お
け
る
経
済
的
活
況
や
、

そ
れ
に
伴
う
社
会
的
な
動
揺
と
い
う
背
景
か
ら
誕
生
し
た
と
一

般
に
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
経
済
社
会
状
況
の
中

で
社
会
的
な
流
動
性
を
持
つ
不
安
な
状
況
、
一
方
で
経
済
的
に

非
常
に
い
い
状
況
が
続
い
て
い
る
と
い
う
中
で
多
く
の
人
の
心

を
捉
え
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
１
６
４
４
年
、
明
が
滅
ん
で
清
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に
代
わ
り
、
清
が
中
国
を
統
治
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
陽
明
学

と
い
う
の
は
流
派
と
し
て
は
消
滅
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
様
々
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
そ
れ
を
お
話
し

す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

清
朝
の
中
国
支
配
を
支
え
た
の
は
、
明
と
同
じ
朱
子
学
で
す
。

た
だ
、
途
中
か
ら
学
術
的
に
漢
唐
訓
詁
学
の
手
法
を
復
活
継
承

さ
せ
る
流
派
が
生
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
は
清
朝
考
証
学
と
呼
ば
れ

ま
す
。
中
国
で
は
今
も
朱
子
学
・
陽
明
学
を
ひ
っ
く
る
め
て
宋

明
理
学
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
宋
明
理
学
を

批
判
し
た
の
が
清
朝
考
証
学
で
す
。

３
　
遣
唐
使
時
代
の
儒
教
移
入

　

日
本
に
朱
子
学
を
最
初
に
伝
え
た
人
物
は
誰
か
を
認
定
す
る

の
は
困
難
で
す
。
古
来
、
こ
の
人
だ
、
こ
の
人
だ
と
い
う
話
は

あ
り
ま
す
が
、
一
人
に
特
定
す
る
の
は
困
難
で
す
し
、
特
に
そ

れ
に
意
味
が
あ
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
朱
子
学

と
い
う
も
の
は
儒
教
の
学
者
が
自
覚
的
に
朱
子
学
を
学
ん
で
帰

っ
て
来
て
、「
向
こ
う
で
は
こ
う
い
う
学
説
に
変
わ
っ
て
い
ま
す

よ
」
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
た
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
僧
侶
が

い
わ
ば
余
技
と
し
て
も
た
ら
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

こ
こ
で
ま
た
話
が
遡
り
ま
す
が
、
西
暦
７
～
８
世
紀
に
日
本

の
国
づ
く
り
が
進
む
過
程
で
見
習
う
べ
き
模
範
と
さ
れ
た
の
は

唐
で
あ
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
通
り
、
遣
唐
使
に
は
唐
の
学
術
・

思
想
を
学
ぶ
使
命
を
帯
び
た
留
学
僧
・
留
学
生
が
同
行
し
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
は
学
術
専
門
用
語
で
は
違
い
ま
す
が
、
端
的
に

言
え
ば
「
留
学
僧
は
仏
教
、
留
学
生
は
儒
教
」
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
留
学
生
の
な
か
で
も
有
名
な
吉
備
真
備
︵
６
９
５
～

７
７
５
︶
は
18
年
間
中
国
に
お
り
ま
し
た
。
こ
の
人
は
、
さ
ら
に

晩
年
に
な
っ
て
か
ら
、
使
節
団
を
率
い
る
立
場
で
も
う
一
回
唐

に
行
っ
て
い
ま
す
。
吉
備
真
備
の
業
績
と
し
て
は
、
哲
学
・
音

楽
学
・
歴
史
学
・
天
文
学
・
軍
事
学
等
を
習
得
し
て
、
日
本
に

持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
現
在
の
学
問
区
分
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
列
記

し
て
「
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
当

時
の
認
識
と
し
て
は
、
い
ま
挙
げ
ま
し
た
こ
れ
ら
の
も
の
は
一

言
で
儒
教
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
真
備
と
一
緒
に
唐

に
渡
っ
た
僧
侶
に
玄げ

ん

昉ぼ
う

が
い
ま
す
が
、
玄
昉
や
、
あ
る
い
は
９

世
紀
の
初
め
に
唐
に
渡
っ
た
有
名
な
最
澄
・
空
海
ら
の
僧
侶
た
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ち
も
、
決
し
て
狭
い
意
味
で
の
仏
教
教
義
の
み
を
も
た
ら
し
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
空
海
は
四
国
の
溜
池
灌
漑

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
治
水
技
術
は
今
で
言
え
ば
工
学
系

で
、
文
学
部
の
イ
ン
ド
哲
学
研
究
室
で
は
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
昔
は
こ
う
し
た
知
識
を
含
め
て
仏
教
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
と
同
じ
く
、
儒
教
も
狭
く
哲
学
・
倫
理
に
限
ら
れ
ま
せ

ん
。
そ
も
そ
も
律
令
と
い
う
も
の
自
体
、
中
国
で
は
儒
教
的
な

礼
の
理
念
に
基
づ
く
統
治
手
段
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
て
、
吉

備
真
備
の
担
当
は
、
そ
の
立
場
か
ら
日
本
の
律
令
制
度
を
深
く

究
め
る
こ
と
で
し
た
。
律
令
は
既
に
こ
の
時
点
で
日
本
に
で
き

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
そ
の
律
令
を
ど
う
運
用
し
た
ら

い
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
18
年
間
も
の
間
、

唐
に
留
学
し
、
知
識
を
習
得
し
て
日
本
に
広
め
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
史
の
研
究
者
・
大
津
透
氏
の
『
律
令
制
と
は
な
に

か
』︵
山
川
出
版
社　

２
０
１
３
年
︶
と
い
う
本
の
中
で
、
そ
う
い

う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
真
備
の
よ
う
な
留
学
生
た
ち
に
よ
っ
て

漢
唐
訓
詁
学
は
そ
の
専
門
家
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
わ

け
で
す
。
真
備
も
、
当
然
漢
唐
訓
詁
学
を
学
ん
で
い
ま
す
。
９

世
紀
に
遣
唐
使
が
廃
絶
さ
れ
る
と
、
日
本
の
儒
者
が
中
国
に
留

学
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。
以
後
、
日
本
国
内
で
世
代
間

で
の
再
生
産
が
特
定
の
家
の
中
で
行
わ
れ
ま
す
。
菅
原
・
大
江
・

清
原
・
中
原
、
あ
る
い
は
藤
原
家
の
中
で
も
摂
関
家
ほ
ど
で
は

な
い
格
式
の
低
い
家
で
、
世
襲
的
に
こ
う
い
う
学
問
を
伝
え
て

い
ま
し
た
。
博
士
家
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
の
博
士
家
の
中
で
、

漢
唐
訓
詁
学
の
流
儀
に
よ
る
経
学
は
そ
の
ま
ま
伝
授
さ
れ
て
定

着
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
仏
教
の
ほ
う
で
は
遣
唐
使
廃
絶
後
も
人
的
交
流
が
続

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
民
間
の
商
船
に
僧
侶
が
便
乗
し
て
往
来

し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
単
な
る
便
乗
で
は
な

く
て
、
む
し
ろ
仏
教
教
団
は
経
済
力
を
備
え
て
い
る
の
で
、
多

数
の
荘
園
を
も
っ
て
い
て
商
業
活
動
も
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
し
た
経
済
力
を
も
っ
て
い
た
仏
教
教
団
が
、
中
国
人
と
の

コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
て
国
際
交
易
に
関
わ
っ
て
い
た
と
見
る

べ
き
で
し
ょ
う
。

　

９
世
紀
の
末
に
唐
の
王
朝
勢
力
が
衰
退
し
て
地
方
政
権
の
樹

立
が
進
み
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
現
在
の
浙
江
省
の
地
域
に

呉
越
と
い
う
国
が
で
き
ま
す
。
日
本
は
こ
の
呉
越
国
と
専
ら
交
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流
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
九
州
か
ら
船
出

し
て
東
シ
ナ
海
を
横
断
す
る
と
、
向
こ
う
岸
が
呉
越
国
︵
現
浙
江

省
︶
の
地
域
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
航
路
が
既
に
遣
唐
使
の

こ
ろ
か
ら
定
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
あ
る
い
は
、

最
澄
が
伝
え
た
天
台
宗
の
聖
地
・
天
台
山
が
、
呉
越
国
の
領
域

内
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
日
本

は
呉
越
国
と
付
き
合
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

呉
越
国
は
、
10
世
紀
末
に
宋
に
吸
収
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
降

は
、
従
来
の
頻
度
に
比
べ
る
と
僧
侶
の
交
流
を
示
す
史
料
が
少

な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
実
際
に
交
流
が
少
な
く
な
っ
た
の

か
、
日
本
に
残
っ
て
い
て
確
認
で
き
る
文
献
史
料
が
少
な
く
な

っ
た
だ
け
な
の
か
は
、
判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
両

方
の
要
素
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
憶
測
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
細
々
と
で
も
中
国
と
つ
な
が
っ
て
い
た

点
で
は
儒
教
側
と
質
的
に
異
な
る
わ
け
で
す
。
儒
教
の
ほ
う
で

は
、
吉
備
真
備
が
専
門
家
と
し
て
向
こ
う
に
い
て
儒
教
を
勉
強

し
て
帰
っ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
は
、
遣
唐
使
廃
絶
以
降
、

皆
無
で
す
。
例
え
ば
、
源
頼
朝
を
助
け
た
大
江
広
元
と
い
う
人

は
博
士
家
出
身
で
す
が
、
中
国
に
渡
っ
て
本
場
の
新
し
い
学
問

を
学
ん
で
帰
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
遣
唐
使
廃
絶
後
の
仏
教
と
儒
教
と
の
相
違
、

端
的
に
言
え
ば
向
こ
う
に
学
生
を
送
る
財
力
が
あ
っ
た
か
、
な

か
っ
た
か
で
す
が
、
そ
の
相
違
が
日
本
に
朱
子
学
を
も
た
ら
す

役
割
を
僧
侶
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
理
由
で
あ
り
ま
す
。

４
　
禅
の
興
隆

　

宋
の
時
代
の
仏
教
の
特
徴
と
し
て
は
、
禅
の
興
隆
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
禅
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
達
磨
大
師
に
よ

っ
て
６
世
紀
に
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
仏
教
教
団
、
禅
宗
の

内
部
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
達
磨
と
い
う
人
物
の
実
像
が

明
確
で
な
く
、
に
わ
か
に
史
実
と
は
確
定
し
難
い
で
す
。
は
っ

き
り
し
て
い
る
の
は
、
唐
の
時
代
に
達
磨
の
系
譜
を
引
く
と
称

す
る
僧
侶
た
ち
が
活
躍
し
、
朝
廷
に
も
出
入
り
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
８
４
５
年
、
唐
の
後
半
に
会
晶
の
廃

仏
が
行
わ
れ
ま
す
と
、
仏
教
教
団
全
体
の
中
で
の
禅
の
比
重
が

相
対
的
に
高
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
宋
に
至
り
ま
す
。

　

宋
代
で
も
、
も
ち
ろ
ん
知
礼
︵
天
台
宗
第
14
祖
、
９
６
０
～
１
０
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２
８
︶
の
よ
う
に
天
台
系
の
僧
で
、
禅
に
は
属
さ
な
い
高
僧
も
い

ま
す
が
、
宋
代
の
僧
侶
で
今
も
名
前
が
伝
わ
る
人
た
ち
は
ほ
と

ん
ど
が
禅
僧
で
す
。
例
え
ば
、
そ
の
一
人
に
仏ぶ

つ

日に
ち

契か
い

嵩す
う

︵
１
０
０

７
～
１
０
７
２
︶
が
い
ま
す
。
契
嵩
は
生
ま
れ
た
年
と
死
ん
だ
年

が
欧
陽
脩
と
全
く
同
じ
で
す
。
偶
然
で
し
ょ
う
が
、
同
時
代
性

を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
契
嵩
は
『
輔
教
編
』
と
い
う
書
物
を
著
し
て
い
て
、
そ

の
中
で
彼
は
禅
僧
で
す
か
ら
禅
の
こ
と
を
中
心
に
書
き
ま
す
が
、

禅
が
心
を
治
め
る
と
い
う
点
で
政
治
の
役
に
立
つ
と
説
い
て
い

ま
す
。

　

欧
陽
脩
た
ち
が
新
し
い
儒
教
の
経
学
を
提
唱
し
て
い
る
時
期

に
、
仏
教
の
側
で
も
禅
僧
た
ち
が
新
し
い
仏
教
の
あ
り
方
を
模

索
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
儒
者
と
禅
僧
は
互
い
に
交

流
し
て
い
ま
し
た
。
儒
教
の
中
で
も
程
頤
に
始
ま
り
朱
熹
が
大

成
し
た
の
が
朱
子
学
で
す
。
こ
の
道
学
と
い
う
流
派
は
仏
教
排

斥
論
を
表
看
板
に
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
多
く
の
道
学

者
が
禅
宗
の
信
仰
を
も
っ
て
い
ま
す
。
朱
熹
自
身
も
実
は
そ
う

い
う
環
境
で
成
長
し
て
お
り
、
父
親
や
そ
の
友
人
た
ち
は
禅
と

深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。
朱
熹
は
そ
う
い
う
環
境
で
教

育
を
受
け
て
成
長
し
、
思
想
を
体
系
化
し
て
朱
子
学
を
つ
く
り

ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
朱
熹
は
自
分
の
教
説
上
は
禅
を
批
判
し
ま
す
し
、

同
じ
道
学
の
中
で
も
自
分
と
見
解
が
違
う
陸
九き

ゅ
う

淵え
ん

︵
１
１
３
９

～
１
１
９
２
︶
の
こ
と
を
、「
陸
九
淵
の
奴
は
禅
に
近
い
か
ら
だ
め

だ
。
あ
い
つ
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
禅
と
同
じ
だ
」
と
い
う
ふ

う
に
非
難
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
朱
子
学
に
お
い
て
は
、
禅
と
い

う
言
葉
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
、
相
手
を
非
難
す
る

と
き
に
使
う
言
葉
で
す
。

　

た
だ
、
道
学
及
び
、
広
く
言
っ
て
宋
代
の
新
し
い
儒
教
を
学

ん
だ
儒
者
た
ち
は
、
禅
に
親
近
感
を
も
ち
、
人
的
に
も
交
流
し

て
友
人
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
逆
に
禅
の
寺

院
の
中
で
も
道
学
系
の
典
籍
を
読
む
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
辺
は
、
資
料
上
、
確
認
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
そ
う
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
の
悟
り
を
開
く
と
い
う
の
が
禅
の
目
的
で
す
か
ら
、
こ

こ
か
ら
す
る
と
儒
教
の
経
書
を
読
み
、
経
書
の
解
釈
を
読
む
と

い
う
の
は
不
要
な
学
習
と
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
禅
僧
た
ち
も
中

国
人
で
す
か
ら
、
中
国
人
と
し
て
必
須
の
教
養
を
身
に
つ
け
る



258

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代
日
本
の

大
学
に
無
理
や
り
当
て
は
め
て
言
え
ば
、
教
養
教
育
で
す
。
専

門
知
、
こ
れ
は
禅
の
僧
に
と
っ
て
は
禅
で
す
が
、
悟
り
さ
え
す

れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
悟
り
に
至
る
過
程
で
の

素
養
と
し
て
、
目
的
を
達
す
る
た
め
の
素
養
と
し
て
、
こ
う
い

う
幅
広
い
教
養
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

５
　
禅
僧
に
よ
る
朱
子
学
移
入

　

さ
て
、日
本
に
12
世
紀
に
平
氏
政
権
が
成
立
し
ま
す
と
、明
州

︵
現
在
の
寧
波
︶を
通
じ
た
交
易
が
活
発
に
な
り
ま
す
。
葉よ
う

上じ
ょ
う

栄

西
︵
１
１
４
１
～
１
２
１
５
︶
は
２
回
中
国
に
渡
っ
て
い
ま
す
し

︵
１
１
６
８
年
と
１
１
８
７
～
１
１
９
１
年
︶、
俊
乗
房
重
源
︵
１
１
２

１
～
１
２
０
６
︶
と
い
う
人
は
「
入
唐
三
度
聖
人
」
と
自
称
し
て

い
ま
す
。
唐
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
も
ち
ろ
ん
宋
で

す
。
こ
の
「
三
度
」
に
つ
い
て
も
本
当
に
３
回
な
の
か
、
そ
れ

と
も
何
回
で
あ
っ
て
も
「
三
度
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
か
ら
３

回
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
説
に
分
か
れ
ま
す
が
、
と
に

か
く
複
数
回
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
。

　

13
世
紀
に
な
り
ま
す
と
、
京
都
の
泉
涌
寺
の
僧
で
、
律
宗
系

の
俊し

ゅ
ん

芿じ
ょ
う︵

１
１
６
６
～
１
２
２
７
︶
の
ほ
か
、
禅
の
ほ
う
か
ら
は

道
元
︵
１
２
０
０
～
１
２
５
３
︶、
円え
ん

爾に

︵
１
２
０
１
～
１
２
８
０
︶

な
ど
が
宋
に
留
学
し
、
現
地
の
仏
教
界
の
新
動
向
を
伝
え
る
役

割
を
担
い
ま
し
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
朱
子
学
が
伝
わ
っ
て

来
た
わ
け
で
す
。

　

円
爾
は
宋
に
留
学
し
ま
す
が
、
向
こ
う
は
こ
の
時
代
に
は
印

刷
の
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
書
き
写
し
た
本
よ
り
は
印

刷
さ
れ
た
本
を
買
い
求
め
て
来
ま
し
た
。
ま
た
、
人
か
ら
も
ら

っ
た
本
も
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
彼
が
開
山
と
な
っ
た
寺
院
に

現
在
の
京
都
東
福
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
円
爾
が
請
来
し
た

書
籍
の
中
で
、
東
福
寺
に
最
終
的
に
納
め
ら
れ
た
も
の
は
、
彼

の
没
後
、
東
福
寺
の
僧
侶
に
よ
っ
て
「
普
門
院
経
論
章
疏
語
録

儒
書
等
目
録
」
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
納
め
ら
れ
た
も
の
の

リ
ス
ト
で
す
。

　

実
物
の
多
く
は
火
災
等
で
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ

の
目
録
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
本
が
あ
っ
た
か
は
わ

か
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
中
に
朱
熹
の
『
四
書
集
注
』
を
始
め
、

朱
子
学
関
連
の
本
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
現
在
で
は
、
朱
子
学
自
体
の
本
は
現
存
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
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道
学
関
係
で
張
九
成
と
い
う
人
が
四
書
の
一
つ
の
『
中
庸
』
に

注
を
書
い
て
い
る
も
の
が
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。
宋
で
印
刷

さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
現
在
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
本
を
読
ん
だ

と
い
う
こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
す
。
私
な
ど
も
持
っ
て
い
る
本

の
１
割
も
実
際
に
は
読
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
円
爾
や
そ
の
弟
子
た
ち
が
朱
熹
の
『
四
書
集
注
』

を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
隅
か
ら
隅
ま
で
学
習
し
た
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
他
の
僧
侶
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
で
す
。
た
だ
、
請
来
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
朱
子

学
に
つ
い
て
彼
ら
は
知
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
円
爾
だ
け
で
は

な
く
て
他
の
僧
侶
た
ち
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
が
、
円
爾
に
つ
い
て
は
目
録
が
残
っ
て
い
る
の

で
実
証
的
に
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
円
爾
が
中
国
留
学
中
に
師
事
し
て
い
た
無ぶ

準
じ
ゅ
ん

師し

範ば
ん

と
い
う
人
物
の
弟
子
に
あ
た
る
人
物
、
つ
ま
り
兄
弟
弟
子

で
あ
る
蘭
渓
道
隆
︵
１
２
１
３
～
１
２
７
８
︶
が
、
１
２
４
６
年
に

博
多
に
や
っ
て
来
ま
す
。
や
が
て
、
当
時
の
執
権
北
条
時
頼
に

招
か
れ
て
鎌
倉
に
移
り
建
長
寺
を
創
建
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

こ
を
禅
の
布
教
・
教
育
活
動
の
拠
点
と
し
ま
す
。
そ
の
後
、
同

じ
よ
う
に
無
学
祖
元
︵
１
２
２
６
～
１
２
８
６
︶
と
い
う
中
国
僧
も

来
日
し
、
こ
の
人
は
建
長
寺
の
傍
に
あ
る
円
覚
寺
の
開
山
と
な

り
ま
す
。

　

栄
西
や
円
爾
の
教
説
の
段
階
で
は
、
禅
の
み
を
特
権
化
す
る

こ
と
な
く
、
教
・
密
も
あ
わ
せ
て
学
ぶ
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
蘭
渓
や
無
学
は
純
粋
禅
を
日
本
に
も
た
ら
し
た

と
い
う
学
説
が
仏
教
学
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
、そ
の
後
、
蘭
渓
や
無
学
の
門
流
が
築
い
た
五
山
文
化
は
、

幅
広
い
教
養
を
具
え
る
こ
と
を
僧
侶
に
求
め
て
お
り
ま
し
て
、

そ
う
し
た
教
育
が
恐
ら
く
既
に
そ
の
当
時
の
建
長
寺
や
円
覚
寺

で
な
さ
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
ま
す
か
ら
、
彼
ら
が
ひ
た
す
ら

禅
の
こ
と
し
か
や
ら
な
か
っ
た
、
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
禅
に
と
っ
て
「
純
粋
」
と
は
何

か
も
問
題
で
す
。

　

蘭
渓
た
ち
の
役
割
が
重
要
な
の
は
、
村
井
章
介
氏
が
「
渡
来

僧
の
世
紀
」
と
名
付
け
た
よ
う
に
、
蘭
渓
を
始
め
と
し
て
13
世

紀
後
半
か
ら
14
世
紀
前
半
に
か
け
て
多
く
の
中
国
人
僧
侶
が
来
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日
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

彼
ら
は
一
人
ひ
と
り
単
独
で
来
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
８

世
紀
に
鑑
真
和
上
が
日
本
に
や
っ
て
来
ま
す
が
、
彼
も
一
人
で

来
た
わ
け
で
は
な
く
て
多
く
の
弟
子
を
連
れ
て
来
ま
し
た
。
そ

の
弟
子
た
ち
も
、
学
問
僧
だ
け
で
は
な
く
て
仏
像
を
彫
る
仏
師

で
あ
る
と
か
、
建
物
を
造
る
大
工
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
人

も
連
れ
て
来
た
の
で
唐
招
提
寺
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
蘭
渓
の

場
合
も
何
人
も
の
中
国
僧
を
伴
っ
て
や
っ
て
来
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
建
長
寺
や
円
覚
寺
は
当
時
の
中
国
の
建

築
様
式
、
宋
風
建
築
に
よ
っ
て
設
計
・
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
蘭

渓
や
無
学
が
一
人
で
や
っ
て
来
て
、
一
人
で
図
面
を
引
い
て
、

一
人
で
造
っ
た
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
集
団
移
住

に
よ
っ
て
、
建
長
寺
や
円
覚
寺
は
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と

を
、
無
住
の
『
雑
談
集
』
は
「
建
長
寺
の
中
は
ま
る
で
異
国
の

よ
う
だ
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
中
国
語
が
飛
び
交
っ

て
い
た
。
蘭
渓
は
ち
ょ
っ
と
日
本
語
を
勉
強
し
た
ら
し
い
で
す

が
、
日
常
生
活
で
は
中
国
語
を
使
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

宋
に
五
山
と
い
う
制
度
が
あ
る
と
い
う
情
報
も
、
恐
ら
く
彼

ら
に
よ
っ
て
鎌
倉
幕
府
中
枢
部
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

を
模
し
て
建
長
寺
や
円
覚
寺
な
ど
が
日
本
の
五
山
に
指
定
さ
れ

ま
す
。

　

鎌
倉
幕
府
が
滅
び
て
室
町
幕
府
に
な
り
ま
す
と
、
室
町
幕
府

を
開
い
た
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
は
、
無
学
の
孫
弟
子
に
あ
た

る
夢
窓
疎
石
︵
１
２
７
５
～
１
３
５
１
︶
に
深
く
帰
依
し
ま
し
た
。

彼
の
発
案
に
基
づ
い
て
、
室
町
幕
府
で
は
北
朝
の
光
巌
上
皇
の

名
で
全
国
に
安
国
寺
・
利
生
塔
の
設
置
が
企
画
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
、
全
国
く
ま
な
く
実
現
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
鎌
倉
時
代
以
来
の
五
山
制
度
の
整
備
が

夢
窓
の
主
導
に
よ
っ
て
進
行
し
、
以
後
、
彼
の
門
流
︵
夢
窓
派
︶

と
東
福
寺
を
拠
点
と
す
る
円
爾
の
門
流
︵
聖
一
派
︶
と
が
仕
切
る

形
で
五
山
制
度
が
室
町
時
代
の
禅
宗
を
支
え
ま
す
。
そ
こ
で
開

い
た
文
化
の
こ
と
を
、
五
山
文
化
と
申
し
ま
す
。
こ
の
辺
の
話

は
『
東
ア
ジ
ア
海
域
に
漕
ぎ
だ
す　

４　

東
ア
ジ
ア
の
な
か
の

五
山
文
化
』︵
島
尾
新
編
・
小
島
毅
監
修
、
東
京
大
学
出
版
会　

２
０

１
４
年
︶
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

当
時
、
明
と
の
外
交
を
担
当
し
た
の
も
こ
の
五
山
僧
で
あ
り

ま
し
た
。
彼
ら
は
幕
府
の
学
術
政
治
顧
問
と
し
て
も
活
躍
し
、
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先
ほ
ど
の
夢
窓
疎
石
の
弟
子
で
あ
り
ま
し
た
義
堂
周
信
︵
１
３
２

５
～
１
３
８
８
︶
に
、
当
時
の
将
軍
・
足
利
義
満
が
『
孟
子
』
の

注
釈
書
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
き
に
、
義
堂
は
「
中
国
に
は
新

旧
二
つ
の
流
派
が
あ
っ
て
内
容
が
違
う
」
と
い
う
ふ
う
に
答
え

た
記
述
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
新
旧
二
つ
の
流
派
と
い
う
の

は
、
後
漢
の
趙ち

ょ
う
岐き

に
よ
る
注
と
、
朱
熹
の
新
し
い
集
注
の
こ
と

で
す
。
す
な
わ
ち
、
漢
唐
訓
詁
学
の
系
統
と
朱
子
学
の
系
統
と

で
は
内
容
解
釈
が
か
な
り
違
う
と
い
う
こ
と
を
義
堂
は
知
っ
て

い
た
。
夢
窓
も
そ
う
で
す
が
、
義
堂
も
中
国
に
渡
っ
た
経
験
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
同
門
の
夢
窓
の
弟
子
で
あ
る
も
う
一
人

の
有
名
な
絶
海
中ち

ゅ
う

津し
ん

︵
１
３
３
４
～
１
４
０
５
︶
と
い
う
人
は
十

年
間
︵
１
３
６
８
～
１
３
７
８
︶
中
国
に
留
学
し
、
彼
が
留
学
し
た

最
初
の
年
が
明
の
建
国
の
年
と
同
じ
１
３
６
８
年
で
す
の
で
、

建
国
間
も
な
い
明
の
気
風
を
体
験
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
13
～
16
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
の
朱
子
学
受

容
は
、も
っ
ぱ
ら
禅
僧
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
、

韓
国
と
の
決
定
的
な
相
違
で
す
。
韓
国
で
は
、
高
麗
王
朝
時
代

に
既
に
宋
に
な
ら
っ
て
科
挙
官
僚
制
が
整
備
さ
れ
て
い
て
、
儒

教
の
経
典
に
つ
い
て
の
知
識
を
学
力
試
験
で
試
し
て
、
そ
の
試

験
結
果
の
い
い
人
物
が
政
界
・
官
界
で
活
躍
す
る
基
盤
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
だ
ん
だ
ん
高
麗
末
期
に
な
る
と
朱
子
学
も

入
っ
て
来
て
、
特
に
蒙
古
の
軍
事
侵
攻
に
よ
っ
て
高
麗
が
や
む

な
く
服
属
国
と
な
る
と
、官
僚
た
ち
が
蒙
古︵
元
︶の
都
で
あ
る
北

京
に
行
き
ま
す
。そ
う
す
る
と
、北
京
で
は
本
場
中
国
の
朱
子
学

が
既
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
高
麗
の
儒
者
が
中

国
の
儒
者
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
る
機
会
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

明
に
な
る
と
こ
の
趨
勢
は
よ
り
一
層
進
み
、
１
３
９
２
年
に

成
立
し
た
朝
鮮
王
朝
は
最
初
か
ら
朱
子
学
を
国
教
と
し
て
お
り

ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
は
同
じ
よ
う
に
明
と
付
き
合

い
、
国
交
が
あ
り
ま
し
た
が
、
外
交
使
節
団
は
禅
僧
主
導
で
し

た
の
で
儒
者
同
士
で
の
交
流
の
機
会
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
こ
と
が
、
国
家
儀
礼
や
冠
婚
葬
祭
と
い
っ
た
礼
の
面
に
お

い
て
、
朱
子
学
の
新
し
い
要
素
が
日
本
に
伝
来
す
る
の
が
ず
っ

と
遅
れ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
禅
僧
た
ち
は
朱
子
学
を
も
ち
ろ
ん
教
養
と
し
て
学

ん
で
帰
っ
て
来
る
わ
け
で
す
が
、
彼
ら
が
行
う
の
は
仏
教
式
の

儀
礼
で
す
。
で
す
か
ら
、
儒
教
式
の
儀
礼
導
入
の
積
極
的
役
割

を
果
た
す
は
ず
が
な
い
。
韓
国
で
は
、
儒
者
た
ち
に
よ
っ
て
積
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極
的
に
朱
子
学
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
違
い
が
あ
り

ま
す
。

　

一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
国
家
儀
礼
や
冠

婚
葬
祭
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
中
国
に
あ
っ
た
儒
教
や

道
教
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
ら
を
組
み
替
え
て
つ
く
っ
た

も
の
で
す
か
ら
、
元
を
た
だ
せ
ば
儒
教
式
だ
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。６

　
江
戸
時
代
に
お
け
る
朱
子
学
の
自
立
と
陽
明
学

　

以
下
が
今
日
の
話
の
本
題
で
す
。
朱
子
学
が
禅
僧
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
儒
者
に
よ
っ
て
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸

時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
事
例
が
江
戸

時
代
初
期
に
活
躍
し
た
３
人
の
学
者
、
藤
原
惺せ

い

窩か

︵
１
５
６
１
～

１
６
１
９
︶・
林
羅
山
︵
１
５
８
３
～
１
６
５
７
︶・
山
崎
闇
斎
︵
１
６

１
８
～
１
６
８
２
︶
の
経
歴
で
す
。
す
な
わ
ち
、
惺
窩
は
も
と
も

と
相
国
寺
︵
京
都
五
山
第
２
位
︶
の
僧
侶
だ
っ
た
の
が
還
俗
し
ま

す
。
羅
山
は
少
年
時
代
に
建
仁
寺
︵
京
都
五
山
第
３
位
︶
で
学
問

を
修
め
て
い
ま
し
た
が
、
若
い
こ
ろ
の
羅
山
は
出
家
ま
で
は
し

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
山
崎
闇
斎
は
妙
心
寺
︵
五
山
と
は
距
離
を

置
く
京
都
の
臨
済
宗
寺
院
︶
出
身
で
、
僧
侶
で
あ
り
ま
し
た
が
、
土

佐
で
還
俗
し
た
人
物
で
す
。
還
俗
し
て
儒
者
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
、
羅
山
は
既
に
少
年
時
代
に
朱
子
学
者
を
志

し
、
出
家
を
拒
ん
で
朱
子
学
を
教
え
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
わ

ざ
わ
ざ
藤
原
惺
窩
に
入
門
し
ま
し
た
が
、
徳
川
家
康
の
も
と
に

出
仕
す
る
際
に
、
髪
の
毛
を
剃
り
、
お
坊
さ
ん
の
服
を
着
て
、

「
藤
原
惺
窩
像
」（
部
分
）。
原
本
・
狩
野
永
納
筆
、
渡
辺
崋
山
に
よ
る
模

写
。
文
政
６
年
（
１
８
２
３
）
作
、
絹
本
著
色
軸
装
、
東
京
国
立
博
物

館
蔵
。
惺
窩
は
若
く
し
て
禅
僧
と
な
り
、
京
都
・
相
国
寺
で
は
首
座

（
し
ゅ
そ
）
に
ま
で
な
っ
た
が
還
俗
。
法
衣
を
脱
い
で
、
儒
者
と
し
て
の

深
衣
道
服
を
ま
と
い
、
幅
巾
を
か
ぶ
っ
た
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道
春
と
名
乗
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
武
家

政
権
中
枢
に
仕
え
る
学
者
は
僧
侶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
慣
例
が
ま
だ
生
き
て
い
た
か
ら
で
す
。
鎌
倉
幕
府
以
来
の
伝

統
が
、
江
戸
幕
府
の
初
期
に
も
生
き
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

林
羅
山
は
、
こ
の
点
を
や
が
て
年
下
の
中
江
藤
樹
︵
１
６
０
８

～
１
６
４
８
︶
と
い
う
儒
者
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
先
生
は
儒
者
の
は
ず
な
の
に
な
ぜ
僧
侶
の
恰
好
を
し
て
い
る
ん

で
す
か
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
藤
樹
の
世
代
に
な
る
と
、
朱
子

学
で
身
を
立
て
る
学
者
は
仏
僧
で
は
な
く
俗
人
で
あ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
や
や
遅
れ
て
伊

藤
仁
斎
︵
１
６
２
７
～
１
７
０
５
︶
が
出
て
来
ま
す
が
、
こ
の
人
も

ま
た
京
都
の
町
中
で
俗
人
に
と
っ
て
の
倫
理
規
範
と
し
て
の
儒

教
を
説
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
井
上
哲
次
郎
と
い
う
研
究
者
が
出
て
来
ま
す
が
、

こ
の
井
上
哲
次
郎
た
ち
明
治
の
研
究
者
が
行
っ
た
分
類
に
よ
っ

て
中
江
藤
樹
は
陽
明
学
者
、
伊
藤
仁
斎
は
古
学
と
さ
れ
、
朱
子

学
と
は
違
い
ま
す
よ
と
い
う
所
属
分
類
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
仁
斎
も
若
い
こ
ろ
は
朱
子
学
を
勉
強
し
て

い
た
わ
け
で
す
。
ど
ち
ら
も
や
が
て
朱
子
学
に
対
し
て
疑
い
の

目
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
朱
子
学
か
ら
飛
び
出
し
て
今
の
分
類

に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
活
躍
を
す
る
に
至
っ
た
わ
け
で
す
。

　

中
江
藤
樹
は
そ
の
短
い
生
涯
の
晩
年
に
、
王
守
仁
及
び
そ
の

弟
子
の
王
畿
の
所
説
に
共
鳴
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
藤
樹
自
身

の
学
説
が
固
ま
っ
て
か
ら
王
陽
明
の
本
を
読
ん
で
、「
あ
あ
、
私

と
同
じ
考
え
だ
」
と
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
中
国
の

陽
明
学
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
ま
す
。

　

井
上
の
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』︵
１
９
０
０
年
︶
と
い
う
本

で
は
、
確
か
に
中
江
藤
樹
・
熊
沢
蕃
山
・
三
輪
執
斎
・
佐
藤
一

斎
・
大
塩
中
斎
︵
平
八
郎
︶
ら
を
つ
な
げ
て
陽
明
学
派
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
本
の
中
で
、
で
は
中
江
藤
樹
を
紹
介
す

る
と
こ
ろ
に
ど
う
い
う
名
称
、
タ
イ
ト
ル
が
使
わ
れ
て
い
る
か

と
い
う
と
藤
樹
学
派
で
あ
っ
て
、
大
塩
に
つ
い
て
は
中
斎
学
派

と
い
う
呼
称
が
付
い
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
彼
ら
の
間
に

系
譜
関
係
が
あ
っ
て
ず
っ
と
続
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
い

ま
名
前
を
挙
げ
た
中
で
唯
一
師
弟
関
係
が
あ
っ
た
の
は
中
江
藤

樹
と
熊
沢
蕃
山
だ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
の
２
人
の
間
で
も
そ
の

思
想
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
蕃
山
は
藤
樹
門

下
と
い
う
以
外
に
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
「
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
、
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陽
明
学
者
だ
」
と
思
わ
せ
る
内
容
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
江

戸
儒
学
の
中
に
陽
明
学
の
系
譜
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
後

の
時
代
、
明
治
以
降
の
研
究
者
が
そ
う
願
望
し
た
か
ら
で
あ
っ

て
、
当
時
の
実
態
を
表
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ

と
は
拙
著
『
近
代
日
本
の
陽
明
学
』︵
講
談
社　

２
０
０
６
年
︶
で

書
き
ま
し
た
。

　

こ
の
件
は
、
実
は
中
国
の
陽
明
学
に
も
当
て
は
ま
る
面
が
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
現
在
で
も
、「
陸
王
心
学
」
と
い
う
く
く

り
方
を
よ
く
見
受
け
ま
す
。
こ
の
「
陸
」
は
先
ほ
ど
紹
介
し
ま

し
た
朱
熹
の
論
敵
だ
っ
た
陸
九
淵
の
こ
と
で
、
彼
の
思
想
は
心

学
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
心
学
の
系
譜
が
陸
九
淵
か
ら
王
守

仁
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
学
術
史
の
描
き
方
で
す
。

　

確
か
に
王
守
仁
は
、
心
即
理
と
い
う
言
葉
を
提
唱
す
る
に
あ

た
っ
て
、
そ
の
先
人
と
し
て
陸
九
淵
を
顕
彰
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、こ
れ
ら
を
受
け
て
黄こ

う

宗そ
う

羲ぎ

︵
１
６
１
０
～
１
６
９
５
︶
の
『
宋

元
学
案
』・『
明
儒
学
案
』
と
い
う
宋
・
元
・
明
時
代
の
儒
学
史
・

儒
教
史
に
つ
い
て
の
書
物
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
本
の
中
で

黄
宗
羲
は
朱
と
陸
の
対
立
が
宋
代
以
来
ず
っ
と
続
い
て
お
り
、

そ
れ
が
や
が
て
朱
子
学
と
陽
明
学
の
対
立
に
な
る
の
だ
と
い
う

筋
で
こ
の
２
冊
の
書
物
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
枠
組
み
が
大

き
な
影
響
を
も
っ
て
、い
ま
で
も
使
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
で
す
が
、

実
際
に
陸
九
淵
の
系
譜
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ら
な
く
て
、
要
は
、

単
に
朱
熹
に
対
抗
す
る
旗
印
と
し
て
心
学
と
い
う
言
葉
が
呼
び

起
こ
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

そ
れ
よ
り
重
要
な
の
は
、
朱
子
学
的
な
修
養
方
法
に
疑
い
の

念
を
持
つ
人
た
ち
が
絶
え
ず
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、

朱
子
学
を
学
ぶ
な
か
で
、「
こ
の
説
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」

と
い
う
疑
い
を
自
分
で
抱
く
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い

る
う
ち
に
、「
そ
う
言
え
ば
朱
子
学
と
違
う
こ
と
を
言
っ
た
人
が

過
去
に
も
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
て
い
く
と
い
う

過
程
を
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
彼
ら
を
並
べ
て
配
列
し
て
み
ま
す
と
、
陸
九
淵
か

ら
王
守
仁
に
至
る
系
譜
が
つ
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

井
上
哲
次
郎
が
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』
の
中
で
、
江
戸
時

代
の
「
陽
明
学
者
」
た
ち
を
つ
な
げ
た
の
も
そ
れ
と
同
じ
こ
と

だ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

と
も
か
く
、
こ
の
系
譜
を
批
判
す
る
立
場
、
つ
ま
り
、
自
分
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を
正
統
的
な
朱
子
学
者
だ
と
認
識
す
る
側
か
ら
は
、
中
国
で
も

日
本
で
も
心
学
・
陽
明
学
的
な
人
た
ち
に
対
し
て
は
「
禅
」
と

い
う
言
葉
が
非
難
の
レ
ッ
テ
ル
と
し
て
浴
び
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
朱
熹
が
そ

も
そ
も
陸
九
淵
を
批
判
す
る
や
り
方
で
し
た
し
、
王
守
仁
が
朱

子
学
の
枠
組
み
を
飛
び
出
す
教
説
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
と
、

早
速
こ
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
し
て
、
王
守
仁
に
対
す
る

非
難
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
逆

に
言
う
と
、
禅
に
親
近
感
を
持
つ
立
場
の
人
た
ち
、
親
近
感
ど

こ
ろ
か
禅
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い
る
禅
の
僧
侶
た
ち
は
、
陽

明
学
に
対
し
て
親
近
感
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

中
国
で
は
、
明
代
後
半
、
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
前
半
に
か
け

て
は
、
陽
明
学
者
と
禅
僧
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
朱
子
学
登
場
以
前
に
お
い
て
、
宋
代
の
新
し
い
儒
教

の
担
い
手
た
ち
と
当
時
の
禅
僧
た
ち
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ

た
の
と
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
へ
の
陽
明
学
の
伝
播
も

ま
た
禅
僧
を
通
じ
て
と
い
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
お
い
て
は
、
朱
子
学
・
陽
明
学
の
相
違
が
突
き
詰
め

ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
も
そ
も
中
国
に
お
い
て
も
両

者
は
そ
れ
ほ
ど
異
質
な
も
の
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
ど

ち
ら
も
漢
唐
訓
詁
学
と
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
漢

唐
訓
詁
学
の
系
譜
を
引
く
と
称
す
る
清
朝
考
証
学
と
も
異
質
で

す
。
朱
子
学
も
陽
明
学
も
、
訓
詁
学
や
考
証
学
か
ら
見
れ
ば
同

じ
に
見
え
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
考
証
学
は
朱
子
学
と
陽
明

学
を
あ
わ
せ
て
批
判
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
日
本
の
場
合
、
室
町
時
代
に
は
禅
の
僧
侶
た
ち
が

主
体
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
か
ら
、
朱
子
学
と
陽
明
学
の

理
論
的
な
相
違
点
に
つ
い
て
思
索
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
日
本
で
儒
者
と
し
て
朱
子
学
を
自
立
さ
せ
た
第

一
世
代
・
第
二
世
代
の
特
色
と
し
て
、
藤
原
惺
窩
や
中
江
藤
樹

は
、
朱
王
折
衷
、
つ
ま
り
朱
子
学
と
陽
明
学
の
両
方
混
ざ
っ
た

よ
う
な
所
説
を
述
べ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も

意
図
的
に
混
ぜ
合
わ
せ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
う
い
う
形
で
日

本
で
は
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
中
江
藤
樹
が
陽
明
学
と
出

会
っ
た
の
も
そ
う
い
う
流
れ
で
す
。

　

一
方
、
林
羅
山
は
朱
子
学
一
尊
を
説
い
て
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
そ
の
姿
は
僧
侶
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、

朱
子
学
者
と
い
う
立
場
を
純
粋
に
守
ろ
う
と
し
た
の
が
山
崎
闇
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斎
で
す
。
彼
や
そ
の
弟
子
た
ち
は
、『
朱
子
家
礼
』
と
い
う
本
の

実
践
に
努
め
、
日
本
古
来
の
神
道
を
結
び
つ
け
て
、
儒
式
で
あ

る
と
同
時
に
神
道
式
で
も
あ
る
よ
う
な
お
墓
を
造
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
『
朱
子
家
礼
』
と
い
う
本
は
、
異
説
も
あ
る
の
で
す
が
、

朱
熹
が
編
纂
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
朱
熹
が
編
纂
し
た
家
の

中
で
の
礼
法
、
家
の
中
で
の
礼
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
『
朱

子
家
礼
』
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
冠
婚
葬
祭
で
す
。
中
で
も
日

本
で
重
き
を
持
っ
た
の
は
葬
と
祭
、
つ
ま
り
、
葬
式
と
祖
先
祭

祀
で
す
。

　

そ
も
そ
も
日
本
に
は
古
代
か
ら
仏
教
式
で
は
な
い
葬
儀
、
仏

教
式
で
は
な
い
お
墓
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
律
令
の
中
で
定

め
ら
れ
て
い
る
や
り
方
等
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
す
。
そ
も
そ

も
律
令
と
い
う
の
は
儒
教
の
礼
儀
を
法
文
化
し
た
も
の
で
し
て
、

漢
唐
訓
詁
学
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
言
で
言

え
ば
儒
教
式
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
日
本
古
代
の
制
度
で
仏
教
式

の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
儒
教
式
の
も
の
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
か
ら
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
道
と
儒
教
は
一
致
す
る

と
い
う
主
張
は
、
実
は
も
と
も
と
源
流
を
同
じ
く
す
る
２
つ
の

流
派
が
、
あ
ら
た
め
て
互
い
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
元
を
た
ど
れ

ば
同
じ
だ
か
ら
で
す
。
山
崎
闇
斎
た
ち
が
「
神
道
式
だ
」
と
言

っ
て
い
る
日
本
古
代
の
神
道
式
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
中

国
の
儒
教
の
影
響
を
受
け
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
朱

子
学
の
『
朱
子
家
礼
』
を
学
ん
で
新
し
く
儒
教
式
と
い
う
看
板

が
持
ち
込
ま
れ
た
と
き
に
、「
日
本
古
来
の
神
道
式
の
も
の
と
似

て
い
る
」
と
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
似
て
い
る
の
は
当
た

り
前
な
の
で
す
。

　

羅
山
や
闇
斎
ら
が
神
儒
一
致
を
強
調
し
た
の
は
、
そ
の
当
時

に
お
い
て
日
本
に
お
い
て
の
主
流
勢
力
は
仏
教
だ
っ
た
か
ら
で

す
。
仏
教
へ
の
対
抗
意
識
か
ら
、
い
わ
ば
２
、
３
位
連
合
、
２

位
と
３
位
で
一
緒
に
な
っ
て
対
抗
し
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
後
に
「
好
学
大
名
」
と
称
さ
れ

る
儒
教
愛
好
者
が
現
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
池
田
光
政
︵
岡
山
藩
︶・

保
科
正
之
︵
会
津
藩
︶・
徳
川
光
圀
︵
水
戸
藩
︶・
前
田
綱
紀
︵
加
賀

藩
︶
ら
で
す
。
後
に
将
軍
と
な
る
徳
川
綱
吉
や
家
宣
と
い
っ
た
人

た
ち
も
、
館
林
や
甲
府
で
ま
だ
大
名
だ
っ
た
時
代
か
ら
朱
子
学
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に
親
し
ん
で
お
り
ま
し
た
。
か
つ
て
室
町
時
代
に
将
軍
・
大
名

の
傍
ら
に
五
山
の
僧
侶
た
ち
が
い
た
の
に
対
し
て
、
江
戸
時
代

の
将
軍
や
大
名
の
傍
ら
に
は
朱
子
学
者
が
い
る
と
い
う
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

林
羅
山
の
と
こ
ろ
は
親
子
三
代
、
僧
侶
の
姿
で
仕
え
て
い
た

の
で
す
が
、
綱
吉
は
将
軍
に
な
っ
て
か
ら
蓄
髪
で
の
出
仕
を
許

し
ま
し
た
。
以
後
、
林
家
歴
代
の
当
主
は
大
学
頭
と
し
て
朱
子

学
を
講
じ
、
幕
府
の
御
用
学
者
を
務
め
ま
す
。
有
名
な
新
井
白

石
︵
１
６
５
７
～
１
７
２
５
︶・
室
鳩
巣
︵
１
６
５
８
～
１
７
３
４
︶

も
こ
の
こ
ろ
出
て
来
ま
す
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
木
下
順
庵
︵
１

６
２
１
～
１
６
９
９
︶
の
門
下
で
す
。
木
下
順
庵
は
藤
原
惺
窩
の

孫
弟
子
で
す
か
ら
、
白
石
・
鳩
巣
は
曾
孫
弟
子
に
当
た
り
ま
し

て
、
こ
ち
ら
は
林
家
と
は
や
や
異
な
る
学
風
な
が
ら
、
や
は
り

朱
子
学
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
荻
生
徂
徠
︵
１
６
６
６
～
１
７
２
８
︶
と
い
う
巨
人
が

お
り
ま
す
。
独
学
で
身
を
起
こ
し
た
人
で
、
彼
も
学
ん
で
い
た

の
は
朱
子
学
で
す
。
そ
し
て
、
朱
子
学
の
知
識
に
よ
っ
て
綱
吉

の
側
近
の
柳
沢
吉
保
に
召
し
抱
え
ら
れ
ま
す
。
彼
は
、
晩
年
、

朱
子
学
を
方
法
的
に
批
判
し
、
江
戸
儒
学
の
一
大
流
派
と
言
わ

れ
る
古
文
辞
学
を
樹
立
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
江
戸
時
代
の
中
期
と
も
な
る
と
、
朱
子
学

は
禅
寺
か
ら
独
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
門
流
、
つ
ま
り
、
林
家
は

の
ち
に
正
学
と
呼
ば
れ
る
朱
子
学
、
順
庵
の
系
統
は
彼
ら
自
身

の
系
統
、
伊
藤
仁
斎
は
仁
斎
学
、
荻
生
徂
徠
は
徂
徠
学
、
中
江

藤
樹
は
藤
樹
学
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
門
流
ご
と
に
世

代
間
継
承
が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

19
世
紀
と
も
な
り
ま
す
と
、
も
と
も
と
は
中
国
の
朱
子
学
で

使
っ
て
い
た
尊
王
攘
夷
な
ど
と
い
う
物
騒
な
言
葉
が
、
日
本
で

も
朱
子
学
を
勉
強
す
る
人
た
ち
の
間
に
広
く
浸
透
し
ま
す
。
吉

田
松
陰
が
唱
え
た
「
草そ

う

莽も
う

崛く
っ

起き

」
と
い
う
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、

ま
さ
に
草
莽
に
ま
で
尊
王
攘
夷
と
い
う
語
が
定
着
し
ま
し
た
。

尊
王
攘
夷
を
主
張
し
て
、
幕
府
の
大
老
や
老
中
の
暗
殺
を
企
て

た
り
、
西
洋
人
を
殺
傷
し
た
り
す
る
物
騒
な
連
中
が
登
場
し
、

幕
府
を
倒
し
て
明
治
維
新
を
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

以
上
で
私
の
話
を
終
わ
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

︵
こ
じ
ま　

つ
よ
し
／
東
京
大
学
教
授
︶


