
方
法
と
し
て
の
「
信
」

疑
問
・
批
判
の
根
底
（
一
）

豊
　
澤

一

【
要
旨
】

　
本
稿
は
、
近
世
中
期
の
儒
者
・
荻
生
祖
練
（
一
六
六
六
～
一
七
二
八
）
の
思
想
の
理
解
を
通
じ
て
、
学
問
に
お
け
る
「
信
」
と
「
疑
」
の
問
題
の
考
察
を

試
み
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
疑
問
を
懐
き
、
批
判
的
で
あ
る
こ
と
の
価
値
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
確
か
な
知
は
、
懐
疑
か
ら
生
ま
れ
る
、
と
い
う
の
が
近
代
の

常
識
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
四
～
一
九
〇
一
）
が
『
学
問
の
す
》
め
』
で
説
い
て
、
説
得
力
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
荻
生
租
棟
の
『
租

來
先
生
答
罫
書
』
に
は
、
疑
問
を
抱
く
こ
と
に
対
す
る
抑
圧
と
も
読
み
と
り
う
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
代
遅
れ
の
思
考
と
蔑
棄
す
る
に
は
ど
う
や
ら

勿
体
な
い
何
か
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
学
問
に
お
け
る
懐
疑
の
根
底
に
は
方
法
的
な
「
信
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
支
え
て
お
り
、

そ
う
し
て
は
じ
め
て
懐
疑
も
思
考
も
豊
穣
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
租
侠
の
学
問
観
の
成
立
の
経
緯
を
辿
る
。
祖
侠
の
方
法
と
し
て
の
「
信
」
は
、
祖
侠
の
学
問
観
全
体
の
う
ち
に
位
置
付
く
か
ら
で
あ
る
。
祖
侠
は
、

人
の
心
の
あ
り
方
、
知
見
、
思
考
が
、
時
間
と
空
間
と
に
制
約
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
制
約
故
に
、
自
ら
の
あ
り
方
を
自
覚
で
き
な
い
こ
と
を
、

「
ク
ル
ワ
」
論
と
し
て
展
開
す
る
。
そ
の
い
わ
ば
自
閉
的
状
態
を
越
え
出
る
営
み
が
学
問
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
先
に
方
法
と
し
て
の
「
古
文
辞
学
」
が

位
置
す
る
。
言
葉
を
古
代
に
返
し
、
古
代
社
会
に
お
け
る
言
葉
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
制
度
文
物
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
制
度
文
物
を
も
た
ら
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

精
神
は
、
一
朝
一
夕
に
は
知
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
興
れ
熟
す
る
果
て
に
望
み
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
信
」
が
要
請
さ
れ
る
所

以
も
あ
る
。
（
以
下
、
次
号
）



二

方
法
と
し
て
の
「
信
」

疑
問
・
批
判
の
根
底
（
一
）

豊
　
澤

一

　
わ
れ
わ
れ
は
、
教
育
の
場
に
お
い
て
、
疑
問
を
懐
き
、
批
判
的

で
あ
る
よ
う
に
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
同
時
に
、
軽
率
に
信
じ
て
は

い
け
な
い
、
と
も
教
え
ら
れ
て
き
た
は
ず
だ
。
教
師
自
身
が
、
冗

談
紛
れ
に
、
「
先
生
の
言
う
こ
と
だ
っ
て
簡
単
に
信
じ
て
は
い
け

な
い
」
と
言
う
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
信
ぜ
ず
、
疑

い
、
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
確
か
な
知
が
獲
得
さ

れ
る
、
と
教
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
「
信
」
は
、
「
知
」
と

乖
離
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
「
迷
信
」
で
は
な
い
と
し
て

も
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
根
拠
の
定
か
で
な
い
「
信
念
」
で
し
か

な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
こ
の
十
数
年
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
や

ら
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
め
ぐ
る
解
決
困
難
な
問
題
や
ら
と
か
ら
め

て
、
「
信
」
そ
れ
自
体
が
危
険
視
さ
れ
か
ね
な
い
勢
い
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
そ
の
も
の
は
、
敗
戦
以
前
の
近
代
日
本
の
「
臣
民
」

創
出
教
育
に
対
す
る
反
省
を
踏
ま
え
た
も
の
で
も
あ
っ
て
、
当
然

あ
る
べ
き
流
れ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
日
本
の

精
神
風
土
に
は
、
懐
疑
精
神
、
批
判
精
神
が
欠
如
し
て
い
た
、
い

や
、
未
だ
に
不
足
し
て
い
る
、
と
「
日
本
文
化
論
」
風
に
評
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
担
う
べ
き
「
民
族
的
」
課

題
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
、
近
代
初
頭
に
お
い
て
、

福
沢
諭
吉
（
一
G
O
ω
切
～
一
り
〇
一
）
が
っ
と
に
指
摘
し
て
い
た
こ
と
を
、
後

に
見
る
。

　
さ
て
、
荻
生
聖
母
（
一
①
①
①
～
一
『
N
G
O
）
の
書
簡
集
『
租
來
先
生
答
問

書
』
に
、
疑
問
を
抱
く
こ
と
に
対
す
る
抑
圧
と
も
読
み
と
り
う
る

部
分
が
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
奇
異
の
念
を
お
ぼ
え
る
と
と
も
に
、

租
棟
に
し
て
も
所
詮
は
前
近
代
の
儒
者
な
の
だ
な
、
と
考
え
て
長

く
放
置
し
て
い
た
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
租
採

の
論
も
一
顧
だ
に
価
し
な
い
か
と
言
え
ば
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な

い
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
そ
の
論
を
紹
介
し
つ
つ
、

学
問
に
お
け
る
「
信
」
と
「
疑
」
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
と
す

る
。
結
論
を
予
め
提
示
し
て
お
け
ば
、
「
疑
」
の
根
底
に
は
方
法

的
「
信
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て

豊
穣
な
思
考
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



ま
ず
、
福
沢
に
「
疑
」
を
先
立
て
る
思
考
を
見
よ
う
。

一
、
疑
の
す
・
め

　
『
学
問
の
す
・
め
十
五
編
』
（
明
治
九
年
七
月
出
版
）
は
、
「
事

物
を
疑
っ
て
取
捨
を
断
ず
る
事
」
と
の
章
題
を
掲
げ
た
後
、
冒

頭
に
お
い
て
「
信
の
世
界
に
偽
詐
多
く
、
疑
の
世
界
に
真
理
多

し
」
，
－
と
道
破
す
る
。
福
沢
に
拠
れ
ば
、
世
の
人
々
は
、
他
人
の

言
、
世
間
の
風
聞
、
神
仏
・
卜
笠
、
民
間
療
法
、
等
々
を
信
じ
、

案
に
相
違
し
て
不
幸
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
真
理
が
少
な

く
、
嘘
偽
り
・
欺
隔
が
多
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
文
明
の
進
歩
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
そ

の
実
際
の
「
働
き
の
趣
き
」
（
活
動
・
作
用
と
そ
の
効
果
・
結
果
）

を
詳
細
に
検
討
し
て
真
実
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
。
そ

う
し
た
文
明
の
源
は
「
疑
の
一
点
」
で
あ
る
。
そ
う
述
べ
て
、
福

沢
は
、
先
ず
、
ガ
リ
レ
オ
、
ガ
ル
ヴ
ァ
ー
二
（
一
八
世
紀
イ
タ
リ

ア
の
解
剖
学
・
生
理
学
者
。
生
体
電
気
説
創
始
者
）
、
ニ
ュ
ー
ト

ン
、
ワ
ッ
ト
等
の
自
然
科
学
に
お
け
る
新
説
、
発
見
、
発
明
を
例

に
挙
げ
、
そ
れ
ら
は
、
皆
、
「
疑
い
の
路
に
由
っ
て
真
理
の
奥
に

達
し
た
」
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
な
る
ほ
ど
自
然
科
学
に
お
い
て

は
不
審
（
不
信
で
は
な
い
）
の
念
を
起
こ
さ
な
く
て
は
探
究
も
始

ま
ら
な
い
。
福
沢
は
、
さ
ら
に
人
間
社
会
の
事
象
に
つ
い
て
も
同

様
だ
と
言
う
。
た
と
え
ば
、
奴
隷
制
度
廃
止
、
宗
教
改
革
、
ア
メ

リ
カ
独
立
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
等
は
、
旧
套
・
旧
習
に
疑
い
を
差
し

挟
ん
だ
と
こ
ろ
に
淵
源
す
る
。
疑
い
か
ら
様
々
な
議
論
・
諸
説
が

生
ず
る
が
、
そ
の
多
様
な
「
異
説
争
論
」
こ
そ
が
真
理
へ
の
道
で

あ
り
、
人
事
を
進
歩
せ
し
め
る
も
の
だ
、
と
福
沢
は
続
け
る
。
こ

の
よ
う
に
、
欧
米
の
人
々
が
、
疑
い
を
出
発
点
と
し
、
議
論
の
多

様
性
を
媒
介
と
し
て
、
真
理
、
ひ
い
て
は
文
明
へ
と
進
歩
し
た
の

に
対
し
て
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
の
人
々
は
、
「
虚
誕
妄
説
を
軽

信
し
て
聖
楽
神
仏
に
惑
溺
し
」
、
ま
た
「
聖
賢
」
と
さ
れ
る
者
の

言
説
に
籠
絡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
「
品
行
の
優
劣
、
心
志

の
勇
怯
」
は
比
較
に
な
ら
な
い
　
　
つ
ま
り
、
欧
米
人
の
品
行
は

優
れ
、
欧
米
人
の
心
志
は
勇
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
人
の

品
行
は
劣
り
、
ア
ジ
ア
人
の
心
志
は
怯
（
お
じ
、
お
び
え
る
）
で

あ
る
　
　
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
多
元
的
な
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
福
沢
の
言

に
、
啓
蒙
主
義
者
に
通
有
の
典
型
的
な
侶
傲
を
看
取
す
る
こ
と
は

容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
は
そ
れ
を
措
き
、
こ
こ
で
は
、
多
分

わ
れ
わ
れ
の
模
範
と
な
っ
た
疑
問
・
批
判
の
（
近
代
日
本
に
お
け

る
）
初
発
の
姿
を
見
れ
ば
足
り
る
。

　
さ
て
、
以
上
は
、
岩
波
文
庫
版
で
九
頁
強
の
『
十
五
編
』
の
う

ち
の
最
初
の
二
頁
で
述
べ
て
い
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
七
頁

は
、
そ
れ
ま
で
の
論
調
を
い
さ
さ
か
転
ず
る
。
「
信
の
世
界
に
偽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



平
平
」
き
が
故
に
も
の
ご
と
を
軽
々
し
く
信
じ
て
は
な
ら
な
い
と

す
れ
ば
、
同
様
に
軽
々
し
く
疑
う
べ
き
で
も
な
い
、
と
福
沢
は
言

う
。
開
国
以
来
の
西
洋
文
明
の
受
容
は
、
確
か
に
、
旧
来
の
習
慣

に
疑
い
を
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
奏
功
し
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
疑
い
は
、
西
洋
諸
国
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

「
自
発
の
疑
い
」
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
に
「
取
捨

の
明
」
（
批
判
・
判
断
の
能
力
）
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、

世
の
大
勢
に
乗
せ
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
、
2
。
旧
物
に
対
す
る
旧

来
の
軽
信
を
西
洋
文
明
に
振
り
向
け
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
当
代
の
「
改
革
者
流
」
「
開
化
者
流
」
「
開
化
先
生
」
の
旧

習
に
対
す
る
疑
い
は
、
せ
い
ぜ
い
、
西
洋
文
明
に
対
す
る
軽
信
の

裏
返
し
の
軽
疑
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
一

種
の
「
惑
溺
」
で
あ
っ
た
。
福
沢
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
具
体

例
を
挙
げ
る
。
煙
管
、
下
駄
、
味
噌
、
豆
腐
、
鰻
の
蒲
焼
、
茶
碗

蒸
等
々
が
、
も
し
も
舶
来
品
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ
ど
も
て

唾
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
逆
に
、
西
洋
の
風
俗
に
し
て
、

も
し
も
日
本
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
野
里
を
買
っ
た
で
あ
ろ

う
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
既
損
さ
れ
る
親
鷲
と
褒
揚
さ
れ
る
ル

タ
ー
と
が
、
東
西
所
を
代
え
て
出
現
し
た
と
仮
定
し
た
ら
、
評
価

も
逆
転
す
る
だ
ろ
う
と
言
う
。
親
鷲
が
も
し
も
西
洋
に
生
ま
れ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
自
ら
の
徳
に
よ
っ
て
人
々
を
殺
生
か
ら

離
れ
さ
せ
、
宗
教
の
大
趣
意
た
る
衆
生
済
度
を
体
し
た
存
在
と
肯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

定
的
に
評
価
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
一
方
、
ル
タ
ー
が
も
し
も
日
本
に

生
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
人
々
を
塗
炭
の
苦
し
み
に
陥

れ
た
殺
伐
野
蛮
な
宗
教
戦
争
の
元
と
な
っ
た
敵
対
を
始
め
た
人
と

し
て
懐
疑
の
目
を
向
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
福
沢
は
、
改
革
者
流

の
軽
信
軽
疑
に
、
大
勢
順
応
の
オ
ポ
チ
ュ
ニ
ズ
ム
、
権
威
依
存
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

質
を
見
て
い
た
。
「
西
洋
の
文
明
固
よ
り
慕
う
べ
し
、
こ
れ
を
慕

い
こ
れ
に
倣
わ
ん
と
し
て
日
も
ま
た
足
ら
ず
と
錐
ど
も
、
軽
々
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
れ
る

れ
を
信
ず
る
は
信
ぜ
ざ
る
の
優
に
若
か
ず
。
」

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
福
沢
の
主
張
の
眼
目
は
、
何
で
も

彼
で
も
こ
と
ご
と
く
疑
い
を
差
し
挟
め
、
と
勧
め
る
こ
と
に
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
疑
っ
て
脱
す
べ
き
は
軽
信
軽
疑

の
惑
溺
で
あ
っ
た
。
学
問
に
い
そ
し
み
、
自
ら
に
拠
っ
て
判
断
し

得
る
「
取
捨
の
明
」
「
明
智
」
を
具
え
、
「
虚
心
平
気
活
眼
」
を
も
っ

て
真
実
に
到
達
す
る
こ
と
こ
そ
が
目
標
で
あ
っ
た
。
疑
い
と
言
い
、

異
説
争
論
と
言
い
、
す
べ
て
、
何
が
確
実
か
、
真
実
か
を
洗
い
出

す
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
福
沢
の
論
は
、
疑
問
、
批
判
の
日
本
に
お
け
る
良
質

な
一
典
型
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
猜
疑
心
を
以
て
対
象
を
つ
つ
き
ま

わ
し
、
そ
れ
か
ら
何
事
も
学
び
得
ず
、
自
己
の
旧
来
の
信
念
か
ら

一
歩
も
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
対
象
に
対
す
る
単
な
る
否

定
と
は
、
一
線
を
画
す
。
ど
こ
ま
で
も
真
理
を
洞
察
す
る
手
段
で

あ
り
、
真
に
信
ず
べ
き
も
の
、
真
に
価
値
あ
る
も
の
の
発
見
を
目



指
し
て
、
自
己
を
超
え
て
い
く
運
動
で
あ
っ
た
。

一
一

A
租
稼
の
学
問
の
淵
源
　
　
南
元
体
験

　
福
沢
の
「
疑
」
の
論
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
納
得

が
容
易
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
租
棟
の
「
信
」
の
論
と
な
る
と
、

お
そ
ら
く
、
そ
う
そ
う
簡
単
に
は
腋
に
落
ち
な
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
れ
故
、
租
棟
の
学
問
論
全
体
を
素
描
し
つ
つ
、
そ
の
う

ち
に
「
信
」
の
論
の
位
置
づ
け
を
試
み
よ
う
。

　
翌
翌
の
父
は
、
館
林
侯
綱
吉
の
側
医
で
あ
っ
た
が
、
綱
吉
の
忌

詳
に
触
れ
た
の
だ
ろ
う
、
「
江
戸
払
」
に
遇
う
。
租
棟
十
四
歳
の

年
（
一
六
七
九
年
）
で
あ
っ
た
。
綱
吉
が
第
五
代
将
軍
と
な
る
の

は
、
そ
の
翌
年
で
あ
る
。
少
年
租
棟
は
、
家
族
と
と
も
に
上
総
に

移
住
す
る
。
現
在
の
千
葉
県
茂
原
市
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
住
す
る

こ
と
十
二
年
、
二
十
五
歳
に
し
て
江
戸
に
帰
還
す
る
、
3
。
こ
の
間

「
日
び
田
夫
野
老
と
偶
処
」
し
た
、
と
い
う
の
が
租
棟
の
表
現
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

余
幼
き
と
き
先
大
夫
に
従
ひ
、
南
総
の
野
に
遜
る
。
都
を
縛

る
こ
と
二
百
里
に
し
て
近
し
。
然
れ
ど
も
諸
侯
の
国
せ
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
た
ん

所
な
れ
ば
、
君
子
是
を
以
て
居
ら
ず
。
乃
ち
駅
留
樵
牧
皇
妹

の
民
と
之
れ
与
に
処
る
。
性
、
書
を
読
む
を
好
め
ど
も
、
書
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

借
る
べ
き
無
く
、
朋
友
親
戚
の
罐
無
き
者
、
十
有
二
年
な
り

き
。
其
の
時
に
当
り
て
、
心
甚
だ
悲
し
み
て
以
て
不
幸
と
為

せ
し
。
然
れ
ど
も
都
人
士
の
俗
に
染
ら
ず
、
外
州
民
間
の
事

　
な
ら

に
燗
ひ
、
此
れ
を
以
て
書
を
読
め
ば
、
読
む
所
皆
解
し
、
身

親
し
く
践
む
が
如
し
。
後
、
赦
に
遇
ひ
て
還
る
を
得
る
に
及

び
て
、
乃
ち
都
人
士
の
学
ぶ
者
と
相
離
寒
し
、
寡
随
の
学
、

或
は
能
く
一
理
を
発
し
、
時
に
そ
の
右
に
出
づ
。
誉
れ
に
由

り
て
遂
に
虚
誉
を
海
内
に
窃
む
者
は
、
黒
総
の
力
な
り
。
仮

に
予
を
し
て
天
幸
有
り
て
、
生
れ
て
よ
り
都
下
を
離
れ
ざ
ら

し
め
ば
、
何
を
以
て
能
く
爾
ら
ん
。
亦
唯
だ
都
人
士
た
る
を

得
し
の
み
。
故
に
予
、
嘗
て
謂
へ
ら
く
、
南
総
、
憲
廟
（
1
1

　
　
　
　
　
　
も
く

綱
吉
）
の
恩
に
毒
す
る
者
、
藩
邸
接
見
の
時
よ
り
多
し
と
な

す
と
。
上
れ
が
為
の
故
な
り
。
，
4

　
今
や
容
易
に
は
想
像
し
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
上

総
は
、
江
戸
に
近
い
と
は
い
え
、
ま
っ
た
く
の
農
村
で
あ
っ
た
。

読
む
べ
き
書
籍
も
ろ
く
に
手
に
入
ら
ず
、
就
い
て
学
ぶ
べ
き
師
も

な
く
、
と
も
に
学
ぶ
友
も
い
な
い
。
数
少
な
い
手
持
ち
の
書
冊
を

繰
り
返
し
読
み
抜
く
以
外
に
、
学
問
の
手
だ
て
は
な
か
っ
た
。
少

年
逸
遊
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
不
幸
」
で
あ
っ
た
。
「
不
幸
」
は
、

江
戸
か
ら
の
距
離
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
江
戸
か
ら
の
疎
外
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
不
幸
こ
そ
が
寄
棟
を
し
て
天
下
に
傑
出

せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
時
は
元
禄
期
で
あ
る
。
貨
幣
経
済
が

劇
的
に
進
展
し
て
い
た
。
や
が
て
赦
さ
れ
て
江
戸
に
帰
還
し
て
み

る
と
、
そ
の
江
戸
と
い
う
都
市
空
間
の
十
数
年
間
の
変
貌
の
激
し

さ
、
ま
た
江
戸
と
上
総
の
都
鄙
の
落
差
の
甚
だ
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
、

租
棟
は
江
戸
に
対
す
る
強
い
異
和
感
を
内
に
か
か
え
込
む
こ
と
と

な
っ
た
、
5
。
時
間
・
空
間
の
隔
た
り
の
も
た
ら
す
も
の
が
鋭
く
意

識
さ
れ
、
そ
れ
が
翌
翌
の
思
考
・
学
問
を
他
と
異
な
る
独
特
の
も

の
に
鍛
え
上
げ
る
。
自
ら
の
学
は
「
南
総
の
力
」
で
あ
る
、
も
し

も
「
天
幸
」
が
あ
っ
て
江
戸
を
離
れ
な
く
て
済
ん
で
い
た
ら
、
平

凡
な
「
都
人
士
」
に
終
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
租

棟
の
い
さ
さ
か
屈
折
し
た
自
己
認
識
で
あ
る
。

　
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
南
総
体
験
」
に
よ
っ
て
、
租
棟
は
（
1
）
独

力
で
書
を
読
み
抜
く
能
力
、
（
2
）
衆
庶
、
農
民
の
生
活
の
実
状
、

い
わ
ば
人
情
世
態
に
対
す
る
洞
察
力
、
（
3
）
自
ら
の
置
か
れ
た

時
空
を
超
え
て
、
状
況
を
捉
え
か
え
す
能
力
、
と
い
っ
た
諸
能
力

を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
、
6
。
後
年
、
（
1
）
は
古
文
辞
学

へ
と
発
展
す
る
。
（
2
）
は
義
甲
変
化
説
（
「
米
は
米
、
豆
は
豆
」
）
、

相
互
に
「
親
愛
生
垣
」
す
る
民
へ
の
信
頼
、
為
政
者
の
責
任
論

（
安
民
の
主
張
）
、
等
々
の
儒
学
説
を
生
み
出
す
。
さ
ら
に
（
3
）

は
租
棟
特
有
の
「
ク
ル
ワ
」
論
と
、
「
歴
史
」
の
学
と
し
て
の
学

問
論
　
　
思
考
の
存
在
被
拘
束
性
と
、
そ
れ
を
打
破
し
超
越
す
る

学
問
　
　
に
結
実
す
る
。

い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

本
稿
で
は
、
「
ク
ル
ワ
」

三
、
租
篠
の
学
問
（
一
）

　
六

論
か
ら
見
て

「
ク
ル
ワ
」
を
越
え
る

　
現
代
に
お
い
て
は
、
関
心
が
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
、
た
と
え
ば
遠

く
離
れ
た
地
の
民
族
対
立
の
複
雑
な
事
情
も
、
居
な
が
ら
に
し
て

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
情
報
は
、
言
葉
で
あ
れ
映
像
で
あ
れ
、
空

間
を
越
え
て
瞬
時
に
伝
達
さ
れ
る
。
し
か
し
、
租
棟
の
生
き
た
時

代
は
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
租
棟
は
言
う
。
　
　
「
た
と
へ
ば
田

舎
人
に
都
の
事
を
語
」
る
と
し
よ
う
。
そ
の
田
舎
人
が
た
と
え
聡

明
な
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
た
如
何
に
巧
妙
に
説
き
聞
か
せ

た
と
し
て
も
、
実
際
に
行
っ
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な
い
都
の
事

情
に
は
な
か
な
か
理
解
力
も
想
像
力
も
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
人
を
「
ロ
バ
都
に
つ
れ
ゆ
き
て
；
二
年
も
置
き
た
ら
ん
に
は
」
い

つ
の
ま
に
か
そ
の
人
の
心
の
あ
り
方
が
変
化
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
「
都
人
と
な
り
て
、
後
は
己
が
故
郷
の

人
を
み
て
は
、
心
よ
り
可
笑
く
」
思
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
「
心
ま
で
替
り
ゆ
く
こ
と
は
、
是
ロ
バ
染
む
と
染
ま
ざ

る
と
の
違
」
、
都
会
の
風
俗
に
染
ま
る
か
染
ま
ら
な
い
か
の
違
い
、

そ
れ
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
か
否
か
の
違
い
、
に
由
来
す
る
。
そ

う
述
べ
て
租
棟
は
、
結
局
、
人
間
と
は
「
此
国
、
今
の
風
俗
に
染



ま
り
居
て
、
心
あ
わ
ひ
も
智
恵
の
は
た
ら
き
も
、
悉
く
其
ク
ル
ワ

を
出
ざ
る
」
存
在
で
あ
る
と
結
論
す
る
，
，
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
人

間
の
心
境
、
心
の
あ
り
方
は
、
自
ら
の
属
す
る
時
代
と
社
会
と
に

規
定
さ
れ
る
。
当
然
、
時
代
と
社
会
と
が
変
わ
れ
ば
、
そ
れ
に
応

じ
て
人
間
の
心
境
も
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
抽
象
的
に
言
え
ば
、

人
の
心
は
時
間
と
空
間
と
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
、
と
租
棟
は
喝
破

し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
付
言
し
て
お
け
ば
、
「
ク
ル
ワ
」
と
は
、
「
遊
郭
、
遊
里
」

の
意
で
は
な
く
、
城
砦
の
「
曲
輪
」
（
防
御
の
た
め
に
土
塁
や
石

垣
を
築
い
て
区
画
し
た
一
定
の
区
域
）
を
意
味
す
る
。
怪
禽
の
こ

の
比
喩
は
巧
み
で
あ
る
。
「
ク
ル
ワ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
自
ら

の
思
考
様
式
を
後
生
大
事
に
保
持
し
て
立
て
籠
も
る
、
と
い
っ
た

自
閉
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
心
の
あ
り
方
、
物
の
感
じ
方
、
思
考
の
働
き
な
ど

は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
そ
の
中
に
生
活
す
る
習
俗
・
環
境
・
境
遇

に
よ
っ
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
の
内
に
制
約
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
枠

内
か
ら
容
易
に
は
ぬ
け
出
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
に

思
考
し
判
断
し
て
い
る
積
り
で
も
、
実
は
自
ら
の
属
す
る
時
空
の

「
物
ず
き
」
，
、
（
嗜
好
）
か
ら
な
か
な
か
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
い
つ
た
認
識
は
、
現
代
で
あ
れ
ば
、
存
在
被
拘
束
性
の
認
識

と
し
て
ご
く
普
通
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
租
棟
当
時
に
あ
っ
て

は
、
稀
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
認
識
を
獲
得
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ

う
に
、
「
南
総
体
験
」
が
与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
少
年
時
に
江
戸

と
い
う
「
ク
ル
ワ
」
の
外
に
放
逐
さ
れ
、
時
を
隔
て
て
青
年
に
な
っ

て
か
ら
再
び
「
ク
ル
ワ
」
の
中
に
戻
っ
た
と
い
う
体
験
は
、
そ
の

「
ク
ル
ワ
」
の
あ
り
さ
ま
を
鮮
や
か
に
租
棟
の
目
に
映
じ
さ
せ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
内
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
も
、
外
に
出
て
行
っ

た
ま
ま
で
も
、
生
じ
な
い
事
態
で
あ
る
。
往
き
て
還
る
と
い
う
空

間
の
移
動
が
、
「
ク
ル
ワ
」
を
そ
の
外
に
立
っ
て
見
る
こ
と
を
可

能
と
し
、
内
外
の
比
較
の
目
を
鋭
敏
に
し
た
。
ま
た
、
ほ
ん
の
数

ヶ
月
で
は
、
い
や
数
年
で
も
、
時
間
の
力
は
さ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
十
薬
二
年
」
間
と
い
う
の
が
期
間
と

し
て
は
絶
妙
だ
っ
た
か
。
な
お
か
つ
、
十
代
か
ら
二
十
代
に
か
け

て
で
あ
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
っ
た
か
。
五
十
歳
代
で
あ
れ
ば
、

た
と
え
時
代
の
変
貌
に
驚
く
感
受
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
慨
嘆

に
流
れ
て
し
ま
っ
て
、
認
識
の
あ
り
方
を
揺
す
ぶ
ら
れ
は
し
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
時
と
と
も
に
世
が
遷
る
こ

と
を
強
く
意
識
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
租
棟
の
「
時
」
の
意
識
は
、
「
十
有
二
年
」
を
越
え
て
ゆ
く
。

先
ほ
ど
の
田
舎
人
の
例
は
空
間
に
関
わ
っ
て
い
た
。
一
方
、
時
間

に
関
わ
る
例
は
、
直
接
体
験
を
重
視
す
る
無
学
の
人
で
あ
る
。
何

も
机
上
の
学
問
を
さ
ほ
ど
珍
重
す
る
こ
と
は
な
い
、
実
体
験
に
よ
っ

て
学
ぶ
こ
と
が
重
要
だ
、
と
は
よ
く
耳
に
す
る
話
で
あ
る
。
そ
の
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こ
と
自
体
を
租
棟
が
決
し
て
否
定
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、

後
に
言
及
す
る
「
格
物
」
の
論
か
ら
推
定
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、

直
接
体
験
で
事
足
り
る
だ
ろ
う
か
。
租
採
は
言
う
。
た
と
え
ば
こ

こ
に
五
十
歳
の
人
が
い
た
と
し
よ
う
。
彼
は
、
自
ら
の
耳
目
を
以

て
は
、
せ
い
ぜ
い
過
去
「
三
四
十
年
の
こ
と
」
し
か
知
ら
な
い
だ

ろ
う
。
加
う
る
に
、
自
ら
の
周
囲
の
「
父
祖
故
老
」
か
ら
体
験
に

基
づ
く
「
云
伝
へ
を
聞
覚
へ
」
た
と
し
て
も
、
「
漸
百
年
に
は
み

た
（
ぬ
）
」
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
自
ら
の
脚
力
の
及
ぶ
限
り
に
日

本
国
中
を
行
脚
し
た
と
し
て
も
、
日
本
全
国
「
六
十
余
州
の
事
」

を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。
し
か
く
実
際
の
見
聞
は
有
限

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
見
聞
ば
か
り
に
依
拠
す
る
な
ら
、
結
局
、

の
人
の
知
恵
の
働
き
は
現
在
の
「
習
俗
の
内
」
（
先
述
の
「
ク
ル

ワ
」
）
を
脱
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
自
ら
の
見
聞

が
有
限
で
あ
る
こ
と
も
、
自
ら
の
思
考
が
「
習
俗
の
内
」
に
閉
じ

こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
自
覚
で
き
な
い
ま
ま
、
最
近
百
年
を
以

て
過
去
を
類
推
す
る
の
が
人
の
常
で
あ
る
。
類
推
す
る
以
外
に
為

す
術
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
五
百
年
も
前
の
頼
朝
時
代
の
あ
れ
こ

れ
も
、
三
百
年
前
の
室
町
時
代
の
事
柄
も
、
そ
の
固
有
性
を
理
解

で
き
ず
に
、
江
戸
時
代
と
同
様
の
こ
と
と
了
簡
す
る
こ
と
に
な

る
、
9
。
そ
の
よ
う
に
租
棟
は
言
う
。
直
接
体
験
に
基
づ
く
知
に
は
、

人
生
の
短
さ
に
対
応
し
て
、
時
間
の
点
で
も
限
界
が
あ
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
さ
て
、
こ
の
限
界
を
突
破
す
る
営
み
が
学
問
で
あ
る
。
租
棟
は
、

し
ば
し
ば
、
学
問
を
『
皇
子
』
の
「
飛
耳
長
目
の
道
」
を
以
て
説

明
す
る
。
そ
れ
は
「
坐
な
が
ら
千
里
の
外
を
も
聞
き
、
数
千
載
の

昔
を
も
見
る
」
，
－
。
こ
と
だ
と
い
う
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
自
ら
の
属

す
る
時
空
を
は
る
か
に
超
え
る
営
み
、
そ
の
は
る
か
に
超
え
る
想

像
力
を
鍛
え
上
げ
る
営
み
が
学
問
だ
、
と
言
っ
て
よ
い
。
異
な
る

時
空
と
比
較
考
量
し
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
”
今
こ

こ
”
を
超
え
出
て
、
”
今
こ
こ
”
を
自
覚
で
き
る
の
で
あ
る
。

惣
じ
て
学
問
は
飛
耳
長
目
之
道
と
荷
子
も
申
候
。
此
国
に
居

て
。
見
ぬ
異
国
之
事
を
も
承
候
は
。
耳
に
翼
出
来
て
飛
行
候

ご
と
く
。
今
之
世
に
生
れ
て
。
数
千
載
の
昔
思
事
を
今
目
に

み
る
ご
と
く
存
候
事
は
。
長
き
目
な
り
と
申
事
に
候
。
さ
れ

ば
見
聞
広
く
事
実
に
行
わ
た
り
候
を
学
問
と
申
事
に
候
故
。

学
問
は
歴
史
に
極
ま
り
候
事
に
候
。
古
今
和
漢
へ
通
じ
不
漏

電
へ
ば
。
摂
理
今
世
の
風
俗
之
内
よ
り
目
を
見
出
し
居
候
事

に
て
。
誠
に
井
の
中
の
蛙
に
候
。
，
n

　
租
棟
の
有
名
な
言
葉
、
「
学
問
は
歴
史
に
極
ま
り
候
事
に
候
」

は
、
自
己
（
自
己
の
属
す
る
時
空
）
を
超
越
し
、
相
対
化
し
な
く

て
は
、
自
己
認
識
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
異
な
っ
た
時
空
の
事
実
に
関
す
る
広



範
な
見
聞
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
，
E
。

こ
う
し
た
点
で
、
博
識
も
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
B
。

　
こ
こ
ま
で
で
あ
れ
ば
、
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
議
論
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
儒
者
・
租
棟
に
は
、
も
う
少
し

先
が
あ
る
。

大
量
の
人
、
飛
耳
長
目
の
道
を
以
て
、
古
の
聖
人
の
制
度
と
、

書
道
愚
挙
の
制
度
と
、
吾
国
上
古
の
制
度
と
、
今
日
の
制
度

と
、
つ
き
合
せ
見
る
と
き
は
、
昔
な
く
て
今
あ
る
こ
と
、
昔

あ
り
て
今
な
き
こ
と
、
明
ら
か
に
知
る
＼
故
、
当
世
の
な
り

か
た
ち
見
ゆ
る
な
り
。
当
世
の
な
り
か
た
ち
見
ゆ
る
と
き
は
、

病
の
あ
り
所
明
白
也
。
今
の
風
俗
の
内
よ
り
見
る
人
の
目
に

は
み
へ
ぬ
な
り
。
た
と
へ
ば
脈
と
云
も
の
を
つ
ひ
に
と
ら
ぬ

医
者
に
、
始
て
病
人
の
脈
を
と
ら
す
れ
ば
、
数
な
る
脈
を
も

数
と
し
ら
ず
、
虚
な
る
脈
を
も
虚
と
し
ら
ぬ
が
如
し
。
人
の

平
脈
と
云
も
の
を
よ
く
し
ら
ね
ば
、
病
脈
を
知
ら
ず
、
聖
人

の
制
度
を
知
ら
ね
ば
、
定
規
な
く
て
、
ゆ
が
み
を
知
る
べ
き

や
う
な
し
。
故
に
聖
人
の
道
を
規
矩
準
縄
と
し
て
み
る
こ
と

な
り
。
＊
M

　
“
今
こ
こ
”
の
有
様
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
実
は
「
古
」
と

「
異
国
」
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
和
漢
古
今
の
制
度

（
「蒼
y
の
替
り
時
代
の
替
り
」
，
巧
）
を
「
つ
き
合
せ
見
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
“
今
こ
こ
”
が
見
え
て
く
る
。
し
か
し
、

五
型
は
相
対
主
義
を
説
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
相
対

的
な
見
方
は
、
規
準
が
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
。
規
準
が
な
け
れ

ば
視
線
が
浮
遊
し
て
定
ま
ら
ず
、
判
断
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
租

棟
に
は
、
中
国
古
代
の
聖
人
の
制
度
が
判
断
の
規
準
と
し
て
確
乎

と
し
て
存
在
し
た
。
結
局
、
”
今
こ
こ
”
を
照
射
す
る
光
源
、
規

準
と
し
て
の
「
聖
人
の
制
度
」
1
1
「
聖
人
の
道
」
を
獲
得
す
る
こ

と
が
、
学
問
と
い
う
営
み
の
究
極
の
目
標
で
あ
っ
た
。

　
租
棟
の
学
問
論
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
の
「
ク
ル
ワ
」
論
を

出
発
点
と
し
て
い
た
、
と
理
解
で
き
る
。
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る

時
空
（
ク
ル
ワ
）
か
ら
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
が
学
問
で
あ
っ

た
、
硲
。
そ
の
時
空
に
関
わ
っ
て
、
時
間
意
識
と
空
間
意
識
と
を
比

較
す
る
と
、
租
棟
の
場
合
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
前
者
に
重
き
が

置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
、
「
学
問
は
歴
史
に
極
ま
り
肝
脳
に
候
」

と
い
う
言
葉
に
窺
わ
れ
る
。
歴
史
的
視
点
の
重
視
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
奈
辺
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
容
易
に
想
像
可
能
な
の
は
、

古
典
を
読
む
こ
と
、
過
去
を
思
考
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
そ
儒
学
者
は
儒
学
者
た
り
得
る
か
ら
だ
、
と
い
う
理
由
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
は
外
在
的
で
あ
り
、
陳
腐
で
あ
り
、

あ
ま
り
面
白
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
、
空
間
の
相
違
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



時
間
の
相
違
よ
り
も
分
か
り
易
い
の
で
重
視
す
る
必
要
を
感
じ
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
土

地
が
違
え
ば
風
俗
習
慣
も
異
な
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
誰
に
も

容
易
に
想
像
可
能
で
あ
り
、
実
際
に
体
験
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
歴
史
的
相
違
に
思
い
を
致
す
の
は
、
よ
ほ
ど
の
知
識
と
想

像
力
と
が
無
く
て
は
で
き
な
い
こ
と
だ
、
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ

故
、
租
棟
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
視
点
の
方
が
強
調
さ
れ
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
租
練
の
学
問
（
一
一
）

物
と
言
葉

　
上
述
の
よ
う
に
、
学
問
は
、
そ
の
規
準
で
あ
る
「
聖
人
の
制
度
」

「
聖
人
の
道
」
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
学
問

の
方
法
は
「
古
文
辞
」
の
、
す
な
わ
ち
古
代
の
雅
や
か
な
言
葉
の
、

探
求
で
あ
っ
た
。

　
言
葉
は
時
代
と
と
も
に
変
遷
す
る
、
だ
か
ら
、
た
と
え
同
じ
言

葉
、
同
じ
漢
字
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
味
が
現
在
と
い
に
し
え
と

で
は
大
い
に
、
あ
る
い
は
微
妙
に
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と

い
う
事
実
は
、
今
で
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
事
柄
な
の
だ
が
、
租

棟
の
時
代
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
仁
斎
、
租
棟
と

い
っ
た
古
学
派
の
儒
者
た
ち
の
研
究
が
も
た
ら
し
た
新
知
見
で
あ
っ

た
。
租
採
は
、
し
た
が
っ
て
、
い
に
し
え
の
文
献
を
読
む
際
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

今
の
言
葉
を
も
っ
て
昔
の
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
結

局
、
自
ら
の
嗜
好
・
恣
意
（
「
物
ず
き
」
）
を
古
代
文
献
に
読
み
込

ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、
と
警
告
す
る
。

　
言
葉
も
ま
た
時
空
に
制
約
さ
れ
る
。
以
下
、
主
と
し
て
『
学
則
』

第
二
則
、
レ
に
拠
り
つ
つ
述
べ
よ
う
。
「
世
は
言
を
載
せ
て
以
て
遷

り
、
言
は
道
を
載
せ
て
以
て
遷
る
」
と
い
う
一
文
を
含
む
章
段
で

あ
る
。

　
現
在
の
言
葉
を
理
解
す
る
の
と
同
様
に
昔
の
言
葉
を
理
解
し
よ

う
と
し
て
も
理
解
が
届
か
な
い
の
は
時
間
的
隔
た
り
の
ゆ
え
で
あ
っ

て
、
異
郷
の
地
の
言
葉
が
理
解
で
き
な
い
の
は
空
間
的
隔
た
り
の

ゆ
え
で
あ
る
。
時
間
、
空
間
、
二
つ
の
隔
た
り
は
、
理
解
を
阻
む

と
い
う
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
内
の
時
間
的
隔
た
り
が
理
解

を
阻
む
の
は
、
時
間
と
と
も
に
言
葉
が
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

世
の
中
の
変
遷
は
言
葉
の
変
遷
を
も
た
ら
す
。
世
の
中
の
文
物
百

般
が
変
化
す
る
と
と
も
に
、
言
葉
も
そ
の
含
意
を
変
え
て
い
く
。

言
葉
は
、
そ
れ
を
以
て
道
を
表
現
す
る
の
だ
が
、
言
葉
の
含
意
が

変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
を
以
て
表
現
さ
れ
る
道
の
含
意

も
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
次
第
で
、
時
間
の
変
遷
と

と
も
に
、
道
の
本
来
の
含
意
が
不
明
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
空
間
的
に
ど
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
よ
う
と
も
、
時
間
を
同
じ
く

す
る
場
合
に
は
、
幾
た
び
も
の
翻
訳
を
重
ね
、
言
葉
の
相
違
を
越

え
て
理
解
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
勿
論
、
ど
れ
ほ
ど



の
差
異
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
か
は
、
正
確
に
は
わ
き
ま
え
よ
う
が

な
い
の
で
は
あ
る
が
。

　
と
も
あ
れ
、
時
間
を
同
じ
く
す
る
場
合
は
、
ま
だ
し
も
で
あ
る
。

時
間
が
異
な
る
と
き
、
つ
ま
り
は
る
か
古
代
の
言
葉
と
な
る
と
、

そ
の
言
葉
が
生
き
て
働
い
て
い
た
時
代
は
遠
く
過
ぎ
去
り
、
そ
の

言
葉
の
環
境
で
あ
る
当
時
の
風
俗
も
文
物
も
跡
形
な
く
消
滅
し
て

し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
幾
た
び
も
言
い
換
え
、
幾
た
び
も
解
釈
を

重
ね
て
み
て
も
、
本
来
の
含
意
は
杳
と
し
て
知
れ
な
い
。
孔
子
の

同
時
代
に
生
ま
れ
て
、
子
游
・
子
夏
の
騨
尾
に
付
し
て
親
し
く
教

え
を
受
け
、
道
の
本
来
の
含
意
を
理
解
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は

望
む
べ
く
も
な
い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
空
間
的
隔
た
り
に
比
し
て
、

時
間
的
隔
た
り
は
決
定
的
に
重
大
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
時
間
的
隔
た
り
は
何
と
も
い
た
し
か
た
な
い
の
か

と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
古
代
の
文
献
が
伝
存
し

て
い
る
。
租
棟
は
、
変
遷
す
る
以
前
の
言
葉
を
、
す
な
わ
ち
本
来

の
道
の
内
実
を
載
せ
て
い
た
古
代
の
雅
や
か
な
言
葉
（
古
文
辞
）

を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
古
代
の
風
俗
、
文
物
が
明
ら
か
に
な
り
、

や
が
て
必
然
的
に
「
道
」
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
だ
、
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
先
ず
、
文
献
に
よ
る
「
辞
」
の
習
得
へ
と
進
む
。
そ
の

際
の
研
究
対
象
は
、
古
代
の
文
献
で
あ
る
か
ぎ
り
、
儒
家
の
も
の

に
狭
く
限
定
せ
ず
、
思
想
内
容
に
拘
泥
は
し
な
い
。
儒
家
の
嫌
う
、

い
わ
ゆ
る
諸
子
百
家
の
文
献
で
あ
ろ
う
と
、
雑
書
で
あ
ろ
う
と
、

古
代
の
「
辞
」
の
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
り
、
幅
広
く
読
む
べ
き

で
あ
る
と
す
る
。

　
時
間
・
空
間
を
越
え
て
伝
わ
っ
て
き
た
言
葉
を
、
今
、
こ
こ
の

親
し
い
言
葉
と
し
て
性
急
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
恣
意
的
に

な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
は
異
和
な
る
言
葉
と
し
て
も

と
の
時
間
・
空
間
に
差
し
戻
し
、
そ
の
も
と
の
時
間
・
空
間
を
復

元
す
る
と
い
う
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
迂
路
と
も
思
わ
れ
る
道
を
た

ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
本
来
の
含
意
も
明
ら
か
に
な
る
、

と
玉
総
は
考
え
た
。

　
邑
智
は
、
自
ら
の
体
験
を
こ
う
述
べ
る
。
　
　
古
代
中
国
に
目

を
凝
ら
し
つ
つ
古
代
の
言
葉
を
繰
り
返
し
習
い
、
熟
し
、
長
い
時

の
果
て
に
古
代
の
言
葉
と
一
体
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
言
葉
つ
き

も
精
神
の
傾
向
性
も
、
皆
、
古
代
中
国
人
に
似
る
よ
う
に
な
っ
た
。

目
で
見
、
口
で
言
う
こ
と
も
、
古
代
の
人
び
と
と
何
の
違
い
も
な

く
な
っ
た
。
そ
う
な
っ
て
み
る
と
、
千
年
前
の
人
と
も
、
明
け
暮

れ
つ
き
あ
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
我
が
身
を
孔
子
の
同
時
代
に

置
き
、
子
游
・
子
夏
の
後
ろ
に
つ
い
て
親
し
く
教
え
を
受
け
る
と

同
等
で
あ
る
。
こ
れ
で
こ
そ
古
人
と
同
輩
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

　
『
学
則
』
第
二
則
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
ほ
ぼ
以
上
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
う
な
れ
ば
中
間
に
介
在
す
る
解
釈
に
頼
る
必
要
は
な

く
、
古
代
中
国
語
を
そ
れ
と
し
て
直
載
に
理
解
で
き
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝



る
。
必
然
的
に
解
釈
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
日
本
的
な
誤
解
に
陥

ら
ざ
る
を
得
な
い
訓
読
な
ど
は
不
要
で
あ
る
。
租
棟
は
、
日
本
特

有
の
技
法
で
あ
る
漢
文
訓
読
を
廃
止
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主

張
し
た
。
訓
読
の
蔽
は
、
他
者
感
覚
の
、
延
い
て
は
自
己
意
識
の

鈍
麻
に
あ
る
。
漢
文
を
訓
読
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も

は
中
国
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
あ
ま
り
意
識

さ
れ
な
い
。
漢
文
訓
読
は
日
本
語
で
あ
り
、
「
彼
を
彼
と
し
吾
を

吾
と
（
す
る
）
」
、
B
こ
と
、
自
他
の
異
な
り
を
明
瞭
に
意
識
す
る
こ

と
を
阻
害
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

あ
の
「
ク
ル
ワ
」
に
自
閉
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま
で
も
中
国

音
で
、
ひ
つ
く
り
返
ら
ず
に
（
「
廻
環
せ
ず
」
に
）
読
ま
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
租
棟
学
派
は
漢
文
を
外
国
語
と
し
て
学
ぼ
う
と
志

し
、
当
時
の
中
国
語
の
発
音
に
多
大
の
関
心
を
寄
せ
、
江
戸
に
出

張
し
て
く
る
長
崎
通
事
た
ち
か
ら
「
華
音
」
を
習
得
し
よ
う
と
努

め
た
と
い
う
。
当
時
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
し
か
し
、
そ
の
限
界
を
租
棟
は
克
服
可

能
だ
と
考
え
る
。

口
耳
用
ひ
ず
、
心
と
目
と
謀
り
、
之
を
思
ひ
又
た
思
へ
ば
、

神
其
れ
之
を
通
ぜ
ん
。
則
ち
詩
書
礼
楽
は
中
国
の
言
な
る
に
、

携
れ
将
に
之
を
聴
く
に
目
を
以
て
せ
ん
と
す
る
な
り
。
、
p

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

　
外
国
語
の
習
熟
に
口
と
耳
と
を
用
い
な
い
と
は
、
現
代
か
ら
す

れ
ば
、
到
底
承
服
し
得
な
い
方
法
で
あ
る
が
、
租
棟
当
時
の
環
境

で
は
、
口
耳
を
用
い
る
こ
と
は
訓
読
を
意
味
す
る
。
訓
読
の
蔽
を

防
止
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
口
耳
に
封
印
を
し
、
「
心
と
目
」
と

に
頼
る
し
か
な
い
。
頼
る
に
価
す
る
の
は
、
心
が
「
不
昧
な
る
も

の
」
、
・
。
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
心
と
目
」
に
よ
り
、
古
文
辞

に
繰
り
返
し
思
い
を
潜
め
る
な
ら
、
刎
、
神
的
な
何
も
の
か
が
洞
察

さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
、
羽
。
逆
に
、
神
的
な

何
も
の
か
が
通
じ
さ
せ
て
く
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
ま

で
に
、
幾
重
に
も
「
之
を
思
ひ
又
た
思
（
ふ
）
」
と
い
う
営
み
が

要
請
さ
れ
た
の
だ
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
営
み
の
果
て
に
漸
く
古
代
中
国
人
と
同
じ
に
な
り
得

る
の
だ
が
、
そ
の
経
緯
を
里
子
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
す
る
。

学
問
の
道
は
俗
語
詩
文
章
よ
り
学
び
入
り
て
、
異
国
の
人
の

詞
を
知
り
、
歴
史
を
学
び
て
、
代
々
の
制
度
風
俗
の
違
を
知

り
、
上
代
の
書
を
学
び
て
、
古
今
の
詞
に
違
あ
る
こ
と
を
知

り
、
六
経
に
心
を
潜
め
て
、
聖
人
の
教
に
熟
す
れ
ば
、
其
詞

其
わ
ざ
に
習
染
む
間
に
、
い
っ
と
な
く
吾
心
あ
わ
ひ
も
移
り

行
き
、
知
恵
の
は
た
ら
き
も
お
の
つ
か
ら
に
聖
人
の
道
に
違

は
ず
な
り
て
、
其
後
、
今
の
世
の
あ
り
さ
ま
を
み
れ
ば
、
天

下
国
家
を
治
む
る
道
も
、
掌
を
指
す
が
如
く
に
な
る
こ
と
な



り
。
＊
2
3

　
長
い
時
を
費
や
し
て
習
い
熟
す
る
（
「
習
染
む
」
）
こ
と
に
よ
っ

て
、
心
境
の
あ
り
方
も
思
惟
方
法
も
「
聖
人
の
道
」
と
合
致
す
る

に
至
る
の
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
古
文
辞
学
に
よ
る
言
葉
の
解
明
は
、
中
国
古
代
の
具
体
的
な

「
事
物
」
解
明
へ
と
進
む
。
そ
れ
は
、
聖
人
の
制
作
し
た
制
度
文

物
で
あ
り
、
範
型
・
規
準
と
な
る
事
実
で
あ
る
。
事
物
を
も
た
ら

し
た
聖
人
の
精
神
そ
れ
自
体
を
直
載
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
も
、

不
可
能
で
あ
る
。
性
急
さ
は
皮
相
さ
し
か
生
ま
な
い
、
と
租
棟
は

考
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
背
後
に
働
く
精
神
は
、
具
体
的
諸
制
度

（
1
1
礼
楽
）
に
習
い
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
理
解
す
る

こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
経
緯
は
、
租
棟
の
「
格
物
」
の
理
解
の
う
ち
に
も
見

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
そ
れ
を
見
て
み
よ
う
。

（
以
下
、
次
号
）

＊
－
－

『
学
問
の
す
》
め
』
は
、
岩
波
文
庫
（
一
九
七
八
年
改
版
）
に
拠

　
　
る
。

＊
2
　
こ
う
し
た
認
識
は
、
「
皮
相
上
滑
り
の
文
明
開
化
」
と
い
う
、
後

　
年
の
漱
石
「
現
代
日
本
の
開
化
」
（
一
九
一
一
年
八
月
講
演
）
の
苦

　
　
い
自
己
認
識
の
先
駆
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

＊
3
　
辻
達
也
校
注
『
政
談
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
）
に
拠
れ
ば
、

　
　
「
十
四
歳
の
時
上
総
国
に
ゆ
き
、
元
禄
五
年
二
十
七
歳
の
時
ゆ
る
さ

　
　
れ
て
江
戸
へ
帰
っ
て
来
た
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
（
三
五
六
頁
）
。

　
　
租
侠
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
平
石
直
昭
『
荻
生
租
練
年
譜
考
』
（
平

　
　
凡
社
、
一
九
八
四
）
が
詳
細
を
極
め
る
。
ま
た
、
黒
住
真
「
初
期
租

　
棟
の
位
相
」
（
『
近
世
日
本
社
会
と
儒
教
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
三
、

　
　
所
収
）
も
、
祖
侠
の
前
半
生
を
考
察
し
て
周
到
で
あ
る
。

＊
4
　
「
岡
下
身
常
に
論
る
を
送
る
序
」
（
日
本
思
想
大
系
3
6
、
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
七
三
、
所
収
。
原
漢
文
）
四
九
四
頁
。
用
字
は
現
代
通
行
の
字

　
　
体
に
拠
る
（
以
下
、
同
じ
）
。
な
お
、
『
政
談
』
五
九
頁
に
同
様
の
記

　
　
述
が
あ
る
。
「
某
幼
少
の
時
よ
り
田
舎
へ
参
り
、
（
中
略
）
十
三
年
を

　
　
へ
て
御
城
下
（
江
戸
）
に
返
り
て
見
れ
ば
、
御
城
下
の
風
の
抜
群
に

　
　
替
り
た
る
を
見
て
、
書
籍
の
道
理
を
も
考
え
合
せ
、
少
し
は
物
の
心

　
　
も
付
き
た
る
様
也
。
始
め
よ
り
御
城
下
に
住
み
つ
づ
け
た
ら
ん
に
は
、

　
　
じ
ね
ん
と
移
る
風
俗
な
る
故
、
う
は
う
は
と
し
て
何
の
心
も
付
く
ま

　
　
じ
き
と
存
じ
、
げ
に
御
城
下
に
常
に
す
む
高
官
・
世
禄
の
人
は
何
の

　
　
心
土
も
無
く
、
ま
た
風
俗
に
つ
れ
て
物
を
も
え
い
わ
ぬ
も
、
こ
れ
ま

　
　
た
余
弊
も
な
き
下
元
と
存
じ
候
也
。
」

＊
5
　
平
石
前
掲
書
、
四
一
頁
。

＊
6
　
辻
校
注
『
政
談
』
「
解
説
」
、
お
よ
び
前
掲
黒
住
「
初
期
租
棟
の
位

　
　
相
」
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



＊
7
　
『
太
平
策
』
（
日
本
思
想
大
系
3
6
）
四
四
八
～
九
頁
。
原
漢
字
片
仮

　
　
名
器
清
文
。

＊
8
　
「
物
ず
き
」
の
語
は
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
。
「
習
俗
の
見
（
1
1

　
　
朱
子
学
）
に
溺
れ
た
る
心
に
て
、
書
籍
の
道
理
を
了
簡
す
れ
ば
、
皆

　
　
己
が
物
ず
き
に
な
り
ゆ
く
こ
と
な
り
」
（
『
太
平
策
』
四
五
五
頁
）
。

　
　
自
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
時
代
の
好
尚
に
支
配
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
事

　
　
態
で
あ
る
。

＊
9
　
『
太
平
策
』
四
五
三
頁
以
下
。
な
お
、
『
祖
來
先
生
答
問
書
』
（

　
　
『
荻
生
祖
棟
全
集
』
第
一
巻
、
み
す
ず
圭
旦
房
、
一
九
七
三
、
四
三
三

　
頁
）
に
同
様
の
主
張
が
あ
る
。
「
然
共
無
学
之
人
は
わ
が
年
に
限
有

　
　
之
候
故
。
五
六
十
年
以
来
の
事
な
ら
で
は
不
算
筆
。
何
程
国
を
多
く

　
　
見
候
共
。
六
十
余
州
は
見
尽
さ
れ
不
申
候
。
是
に
て
御
了
簡
可
被
成

　
　
候
。
経
書
を
御
覧
四
丁
。
古
井
事
実
を
御
存
知
無
之
候
へ
ば
。
今
世

　
　
即
事
に
て
聖
人
の
時
代
を
思
刀
口
や
り
候
故
。
違
怪
事
の
み
多
く
御
座

　
　
候
。
文
盲
な
る
軍
者
之
申
言
を
承
候
に
。
頼
朝
卿
之
事
を
今
之
将
軍

　
　
家
心
様
に
存
候
。
秩
父
・
和
田
杯
を
も
今
世
の
大
名
之
様
に
覚
え
申

　
　
候
も
。
時
代
を
不
存
故
に
候
。
」

＊
1
0
　
同
上
、
四
五
三
頁
。

＊
1
1
　
『
租
來
先
生
答
問
書
』
四
二
二
頁
以
下
。

＊
1
2
　
な
お
、
「
朱
子
流
の
理
窟
」
に
対
す
る
忌
避
が
、
「
事
実
」
に
広
く

　
　
行
き
渡
る
「
歴
史
」
の
評
価
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

＊
1
3
　
『
学
寮
了
簡
書
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
林
春
斎
の
言
葉
が
、
博
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
の
重
視
と
い
う
観
点
か
ら
、
多
分
に
共
感
を
籠
め
て
記
録
さ
れ
て
い

　
　
る
。
「
春
斎
事
之
外
立
腹
イ
タ
シ
、
学
問
狭
事
ニ
チ
ハ
儒
者
ノ
御
用

　
向
足
リ
不
二
事
故
、
道
春
ヨ
リ
ノ
家
法
ニ
テ
、
此
方
ノ
家
ハ
嘉
右
衛

　
　
門
杯
ト
聞
違
ヒ
、
ハ
・
広
ク
学
問
イ
タ
ス
事
ニ
テ
、
ロ
バ
今
講
釈
ヲ
第

　
　
一
二
為
致
候
ハ
・
、
家
之
学
問
衰
微
可
即
製
。
異
朝
ニ
チ
モ
道
学
先

　
　
生
ヲ
立
候
者
、
不
学
ノ
儒
者
ノ
隠
家
ト
云
ル
事
ナ
リ
ト
申
最
早
、
曽

　
　
而
承
引
不
仕
候
」
（
『
荻
生
租
棟
全
集
』
第
一
巻
、
五
六
七
頁
）
。
道

　
徳
や
精
神
ば
か
り
を
強
調
す
る
の
は
、
勉
強
不
足
を
隠
そ
う
と
す
る

　
　
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

＊
1
4
　
『
太
平
策
』
四
七
三
頁
以
下
。

＊
1
5
　
『
墨
描
先
生
昼
下
書
』
四
三
三
頁
。

＊
1
6
　
補
足
す
る
と
、
「
ク
ル
ワ
」
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
人
間
は
生
き
る
、

　
　
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
「
ク
ル
ワ
」
1
1
世
の
「
風
俗
」
を
移
す
こ
と
が
、

　
　
人
心
の
い
わ
ば
善
導
の
た
め
に
（
延
い
て
は
安
民
・
安
天
下
の
た
め

　
　
に
）
重
要
と
な
る
。
租
棟
に
お
け
る
政
治
の
最
重
要
課
題
は
、
「
風

　
　
俗
」
を
移
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

＊
1
7
　
『
荻
生
租
侠
全
集
』
第
一
巻
、
七
四
頁
以
下
。
な
お
、
日
本
思
想

　
　
大
系
所
収
の
『
学
則
』
を
参
考
に
、
用
字
・
書
き
下
し
を
変
更
し
た

　
　
所
が
あ
る
。

＊
1
8
　
同
上
、
『
学
則
』
第
一
則
、
七
三
頁
。
中
国
語
を
異
和
な
る
外
国

　
　
語
と
し
て
明
瞭
に
自
覚
し
た
の
は
、
駄
面
が
最
初
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
敗
戦
後
、
し
ば
ら
く
廃
さ
れ
て
い
た
「
漢
文
教
育
」
が
高
等
学
校
の



　
　
教
育
課
程
に
復
活
す
る
際
に
、
中
国
文
学
者
の
間
か
ら
反
対
の
声
が

　
　
あ
が
っ
た
。
漢
文
は
、
本
来
、
日
本
語
と
は
異
質
な
中
国
語
、
外
国

　
　
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
文
を
訓
読
方
式
で
教
育
す

　
　
る
な
ら
ば
、
中
国
語
の
異
質
性
を
隠
蔽
す
る
こ
と
と
な
り
、
中
国
を

　
　
他
者
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
阻
害
し
、
再
び
「
同
文
同

　
　
種
」
と
い
っ
た
幻
想
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
、
と
い
う
理
由
か
ら
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
は
る
か
に
時
を
隔
て
て
、
祖
棟
の
考
え
と
呼
応

　
　
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
本
稿
筆
者
は
、
訓
読
の

　
　
効
用
に
は
無
視
し
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
訓
読
の
工
夫

　
　
に
よ
っ
て
、
中
国
語
の
異
質
性
を
や
わ
ら
げ
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
と

　
　
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
か
な
り
の
数
の
人
々
が
漢
文
を

　
　
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
漢
字
を
駆
使
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

　
　
結
果
、
漢
字
が
日
本
の
文
化
の
中
に
深
く
浸
透
し
、
文
化
的
な
底
上

　
　
げ
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
の
文
化
的
意
義
は

　
　
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
1
9
　
同
上
。
「
神
其
れ
之
を
通
ぜ
ん
」
は
、
『
訳
文
篁
蹄
初
編
巻
首
』

　
　
（
『
荻
生
租
侠
全
集
』
第
二
巻
、
五
四
六
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
管
子
」

　
　
に
由
来
す
る
。
そ
こ
で
は
、
「
鬼
神
将
に
之
れ
を
通
ぜ
ん
と
す
」
と

　
　
引
用
さ
れ
て
い
る
。

＊
2
0
　
同
上
、
『
学
則
』
第
一
則
、
七
四
頁
。

＊
2
1
　
と
は
い
え
、
初
学
者
は
訓
点
の
施
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
訓
読
す
る

　
　
こ
と
か
ら
始
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
っ
か
は

　
　
訓
読
か
ら
離
れ
、
漢
字
の
列
び
を
そ
の
ま
ま
に
見
、
考
え
な
く
て
は

　
　
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

＊
2
2
　
租
棟
は
、
こ
う
し
た
古
文
辞
学
の
方
法
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
の

　
　
「
本
来
の
面
目
」
、
い
わ
ば
本
質
を
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
。

　
　
「
学
者
の
先
務
は
、
唯
だ
其
の
華
・
人
の
言
語
に
就
き
て
、
其
の
本
来

　
　
の
面
目
を
識
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
而
う
し
て
其
の
本
来
の
面
目
は
、

　
　
華
人
の
識
ら
ざ
る
所
な
り
」
（
『
訳
文
篁
蹄
初
編
巻
首
』
、
『
荻
生
租

　
　
侠
全
集
』
第
二
巻
、
五
四
八
頁
）
。
こ
こ
に
は
、
中
国
人
も
認
識
し

　
　
て
い
な
い
も
の
を
認
識
す
る
の
だ
、
と
い
う
租
侠
の
強
烈
な
自
負
を

　
　
看
取
で
き
よ
う
。

＊
2
3
　
『
太
平
策
』
四
四
五
頁
。

（
山
口
大
学
人
文
学
部
）

一
五


