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中
村
春
作
著

『
徂
徠
学
の
思
想
圏
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
一
九
年
）

澤
井
　
啓
一

　

本
書
は
中
村
春
作
氏
が
若
い
頃
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
に
書
き
た

め
て
き
た
荻
生
徂
徠
に
関
す
る
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
お
お
よ

そ
で
あ
る
が
、
前
半
に
一
九
八
〇
年
代
の
比
較
的
若
い
時
期
に
書
か
れ
た

論
文
が
並
べ
ら
れ
、
後
半
は
二
〇
一
〇
年
前
後
の
論
文
が
収
録
さ
れ
る
と

い
う
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
前
半
と
後
半
で
は
議
論
の
方
向
性
が
異
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
初
出
の
論
文
を
そ
の
ま
ま
並
べ
た

の
で
は
な
く
、
現
在
の
視
点
か
ら
の
加
筆
訂
正
を
加
え
な
が
ら
一
つ
の
著

作
と
し
て
読
め
る
よ
う
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、
バ
ラ
バ
ラ
な
論
文

を
集
め
た
と
い
う
印
象
は
な
く
、
む
し
ろ
『
徂
徠
学
の
思
想
圏
』
と
い
う

本
書
の
タ
イ
ト
ル
通
り
に
徂
徠
学
の
多
面
性
を
論
じ
た
著
書
と
し
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
。

　

中
村
氏
の
徂
徠
論
の
大
き
な
特
徴
は
、
徂
徠
と
い
う
人
物
が
持
つ
思
想

的
な
可
能
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
取
り
だ
そ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
に

あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
早
い
時
期
の
論
文
に
顕
著
で
あ
る
が
、
近
世

か
ら
近
代
に
向
か
う
思
想
動
向
の
な
か
に
徂
徠
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
も

な
く
、
徳
川
日
本
と
い
う
時
代
状
況
と
徂
徠
を
関
係
づ
け
る
こ
と
で
も
な

か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
本
書
の
後
半
に
収
め
ら
れ
た
論
文
で
は
、
徂
徠
を
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
儒
学
の
動
向
と
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
や
太
宰
春

台
や
懐
徳
堂
を
取
り
あ
げ
て
徂
徠
が
登
場
し
た
こ
と
の
影
響
を
探
る
試
み

も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
中
村
氏
の
当
初
か
ら
の
意
図
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
後
の
日
本
思
想
史
研
究
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
中
村
氏
が
研
究
動
向
に
振
り
回
さ
れ
て
い
た

か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
研
究
が
ど

の
よ
う
な
方
向
に
推
移
し
て
ゆ
く
か
を
見
極
め
な
が
ら
自
分
な
り
の
立
ち

位
置
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
を
含
め
た
中

村
氏
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
研
究
者
に
共
通
す
る
特
徴
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
大
き
な
き
っ
か
け
は
、
中
村
氏
が
「
あ
と
が
き
」
で

触
れ
て
い
る
「
徂
徠
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」（
一
九
八
四
年
）
に
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
丸
山
眞
男
を
始
め
と
す
る
多
く

の
研
究
者
の
活
躍
に
よ
っ
て
戦
後
日
本
の
思
想
史
研
究
が
さ
ま
ざ
ま
な
領

域
で
大
き
く
発
展
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
そ
の
成
果
が
倫
理
学
・
歴
史
学
・

政
治
学
な
ど
と
い
っ
た
既
成
の
個
別
研
究
領
域
の
な
か
に
閉
止
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
問
題
視
し
、
研
究
領
域
を
超
え
て
問
題
意
識
や
方
法
論
を
共
有

化
し
よ
う
と
す
る
若
手
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。

　

六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
近
世
日
本
思
想
の
研
究

が
は
た
し
て
「
タ
コ
ツ
ボ
」
化
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
異
論

も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
す
く
な
く
と
も
当
時
の
若
手
研
究
者
の
「
主
体
」
的

な
意
識
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
領
域
の
内
部
で
討
議
さ
れ
て
い
た
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こ
と
が
、
そ
の
領
域
の
研
究
者
だ
け
の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
と
化
し
て
し
ま
い
、

外
部
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
不
満
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
閉
止
域
を
開
き
、
問
題
意
識
ば
か
り
で
な
く
研

究
方
法
を
も
含
め
て
相
互
に
交
流
す
る
必
要
性
を
若
手
の
研
究
者
は
感
じ

て
い
た
の
で
あ
る
。
領
域
を
異
に
す
る
研
究
者
が
一
つ
の
題
材
を
と
も
に

討
議
す
る
こ
と
を
目
的
に
集
ま
っ
た
の
が
「
徂
徠
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
な
の

で
あ
っ
た
。

　

徂
徠
研
究
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
そ
れ
を
契
機
に
従
来
の
政
治
思
想
史
や

倫
理
学
の
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
欧
米
の
方
法
論
な
ど
の
影
響
を
う

け
た
哲
学
・
文
学
・
歴
史
学
の
問
題
認
識
を
取
り
入
れ
た
多
彩
で
多
様
な

研
究
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
私

自
身
は
「
徂
徠
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
も
、
そ
の
後
の
「
仁
斎
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」（
一
九
八
五
年
）
に
も
参
加
し
て
お
ら
ず
、
一
番
最
後
の
「
懐
徳
堂
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」（
一
九
八
七
年
）
で
か
ろ
う
じ
て
発
表
す
る
機
会
を
得
た
程

度
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
熱
気
を
ど
こ
ま
で
共
有
で
き
て
い
た
か
は

分
か
ら
な
い
が
、
中
村
氏
が
「
あ
と
が
き
」
で
書
い
て
い
る
こ
と
に
関
し

て
は
周
縁
に
い
た
私
で
も
そ
の
通
り
だ
と
お
お
い
に
共
感
し
た
。

　

じ
つ
は
本
書
最
後
の
第
九
章
「「
風
俗
」
論
へ
の
視
角
」
は
「
懐
徳
堂

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
中
村
氏
が
発
表
し
た
も
の
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
文
学
や
文
化
史
で
使
用
さ
れ
て
き
た
「
風
俗
」
と

い
う
概
念
を
仁
斎
や
徂
徠
、
さ
ら
に
は
後
期
水
戸
学
な
ど
に
適
用
し
て
、

近
世
日
本
思
想
史
の
動
向
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
意
欲
作
で
あ
り
、
さ

き
に
述
べ
た
「
徂
徠
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
き
っ
か
け
と
し
た
新
し
い
研
究

動
向
の
重
要
な
成
果
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
仁
斎
の

「
俗
」
や
徂
徠
の
「
風
俗
」
に
関
す
る
言
説
を
朱
子
学
の
本
体
論
的
世
界

把
握
を
批
判
す
る
た
め
の
議
論
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
幕

末
・
明
治
初
期
の
「
国
家
」
論
や
「
国
民
」
論
に
ま
で
展
開
す
る
「
思
想

史
」
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
構
想
自
体
は
第
二
章
に
お
か
れ
た
「「
名
」
と
「
物
」
と
「
俗
」

と
」

─
初
出
の
論
文
名
は
「
徂
徠
学
の
基
層

─
「
名
」
と
「
物
」
の

世
界
に
お
け
る
「
俗
」
の
形
成
」（
一
九
八
四
年
）

─
で
示
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
こ
で
は
『
辨
名
』
な
ど
に
お
け
る
「
名
」
と
「
物
」
に
関
す
る
議

論
に
力
点
が
置
か
れ
、「
俗
」
に
つ
い
て
は
徂
徠
の
思
想
を
分
析
す
る
う

え
で
有
効
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
第
九
章
の
論
文

は
「
俗
」
と
い
う
概
念
を
中
心
と
す
る
構
成
へ
と
発
展
さ
せ
、「
俗
」
あ

る
い
は
「
風
俗
」
へ
の
言
及
が
徂
徠
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
徳

川
中
期
以
降
の
儒
学
・
国
学
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
徳
川
後

期
の
動
向
に
通
底
す
る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
第
九
章
の
論
文
は
、
発
表
当
時
だ
け
で
な
く
今
に
至
る

ま
で
も
、
徂
徠
論
と
し
て
、
ま
た
徳
川
日
本
思
想
史
の
研
究
と
し
て
異
彩

を
放
っ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
こ
の
論
文
が
本
書
の
最
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
き

わ
め
て
示
唆
に
富
む
こ
の
構
想
が
そ
の
後
の
中
村
氏
の
研
究
に
お
い
て
十

分
に
活
か
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た

し
か
に
第
五
章
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
か
な
り
後
の
時

期
に
書
か
れ
た
「「
政
談
」
の
世
界
」

─
初
出
の
論
文
名
は
「
荻
生
徂
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徠
『
政
談
』
の
世
界
」（
二
〇
一
三
年
）

─
で
、
岸
本
美
緒
氏
の
研
究
を

引
用
し
な
が
ら
、
明
末
清
初
、
と
く
に
顧
炎
武
な
ど
の
「
風
俗
」
論
が

「
新
た
な
「
共
同
体
」
へ
の
問
い
か
け
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
徂
徠
の
政
治

論
と
の
「
暗
合
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
中
村
氏
が
「
風
俗
」
と
い
う
概
念
を
使
用
し
た
分
析
を
日
本
だ
け
で

な
く
東
ア
ジ
ア
全
体
の
思
想
動
向
に
つ
い
て
も
探
究
し
よ
う
と
す
る
問
題

意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

　

た
だ
論
者
か
ら
す
る
と
、「
風
俗
」
な
い
し
「
俗
」
へ
の
関
心
は
、
日

本
や
明
清
中
国
だ
け
で
な
く
朝
鮮
後
期
の
思
想
に
も
認
め
ら
れ
、
東
ア
ジ

ア
全
般
に
わ
た
る
大
き
な
動
向
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
十
六
世
紀
あ
た

り
か
ら
儒
学
が
士
大
夫
な
ど
の
エ
リ
ー
ト
階
層
か
ら
下
位
層
へ
と
広
が
る

こ
と
を
契
機
に
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
「
大
衆
化
」

─
私
は
「
土
着
化
」

と
呼
ぶ

─
が
起
こ
る
。「
俗
」
へ
の
志
向
性
は
こ
う
し
た
現
象
を
捉
え

る
た
め
の
重
要
な
方
法
的
視
座
に
な
る
だ
ろ
う
。
中
村
氏
の
構
想
は
東
ア

ジ
ア
の
動
向
に
連
動
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か
で
独
自
性
を
強
め
て
い
っ
た

日
本
儒
学
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
登
場
し
て
き
た
国
学
を
理
解

す
る
た
め
の
重
要
な
着
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年

代
に
か
け
て
の
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
い
さ
さ
か
早
す
ぎ
た
問
題

提
起
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
思
想
史
研
究
の
な
か
で
東
ア
ジ
ア
と

の
関
係
性
に
関
心
が
高
ま
る
に
は
も
う
少
し
時
間
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

第
四
章
「
経
書
注
釈
と
思
想
史
の
視
点
」
お
よ
び
第
八
章
「
反
徂
徠
学
、

懐
徳
堂
の
儒
学
」
の
元
に
な
っ
た
論
文
は
、「
寧に

ん
プ
ロ
」
と
通
称
さ
れ
た

「
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の
形
成

─
寧
波
を
焦
点
と

す
る
学
術
創
生
」
と
い
う
科
研
費
・
特
定
領
域
研
究
に
お
け
る
成
果
で
あ

る
。
小
島
毅
氏
を
始
め
と
し
た
中
国
や
日
本
、
朝
鮮
・
韓
国
、
モ
ン
ゴ
ル

な
ど
を
対
象
と
し
た
研
究
、
し
か
も
思
想
史
ば
か
り
で
な
く
歴
史
学
や
文

学
・
言
語
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
で
活
動
し
て
い
る
人
々
が
集
め

ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
見
の
共
有
を
目
指
し
た
の
が
「
寧
プ
ロ
」
で
あ
っ

た
。
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
を
対
象
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
者
自
ら
も
学
際
交
流
を
図
る
と
い
う
、
あ
る
意
味

欲
張
っ
た
共
同
研
究
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
私
は
こ
の
企
画
に
関
し
て
も
、

依
頼
さ
れ
て
寄
稿
し
た
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
正
規
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
ど
の
よ
う
な
学
際
交
流
が
行
わ
れ
た
か
ま
で
は
よ
く
分
か

っ
て
い
な
い
。
た
だ
当
時
高
ま
っ
て
い
た
東
ア
ジ
ア
と
の
関
連
性
の
な
か

で
日
本
思
想
を
考
え
る
と
い
う
気
運
を
的
確
に
反
映
し
た
企
画
だ
っ
た
と

言
う
し
か
な
い
。
中
村
氏
は
こ
の
企
画
の
な
か
で
、
自
ら
「
訓
読
」
と
い

う
問
題
関
心
に
基
づ
い
た
共
同
研
究
を
主
宰
し
、
そ
の
成
果
は
す
で
に
い

く
つ
か
の
出
版
物
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業
績
に
つ
い
て
は

こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
中
村
氏
が
東
ア
ジ
ア
と
の
関
係
性
を
重
視
し
て

日
本
思
想
史
研
究
を
推
進
し
た
旗
振
り
役
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調

し
て
お
き
た
い
。

　

第
四
章
・
第
八
章
の
元
の
論
文
は
、
同
じ
く
「
寧
プ
ロ
」
の
「
儒
学
テ

キ
ス
ト
を
通
し
て
の
近
世
的
思
考
様
式
の
形
成

─
日
中
に
お
け
る
対
照

的
研
究
」
班
の
成
果
で
あ
る
『
東
ア
ジ
ア
海
域
叢
書
5 

江
戸
儒
学
の
中

庸
注
釈
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
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い
て
は
本
誌
（
第
四
十
四
号
、
二
〇
一
二
年
）
で
高
山
大
毅
氏
が
書
評
さ
れ

て
い
る
の
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
報
告
書
で
は

ほ
か
の
儒
学
者
と
横
並
び
の
形
で
徂
徠
と
懐
徳
堂
の
特
徴
を
述
べ
る
も
の

で
あ
っ
た
が
、
本
書
で
は
両
者
の
間
に
徂
徠
の
別
の
議
論
や
春
台
の
議
論

を
挟
み
、
そ
の
後
に
懐
徳
堂
の
議
論
が
扱
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、『
中
庸
』

の
解
釈
の
特
徴
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
近
世
日
本
の
儒
学
史
の
展
開
に
ど

の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と

く
に
武
内
義
雄
の
懐
徳
堂
評
価
を
紹
介
し
な
が
ら
、
懐
徳
堂
の
「
朱
子

学
」
は
宇
宙
論
を
基
礎
と
す
る
も
と
も
と
の
「
朱
子
学
」
と
は
異
な
り
、

徂
徠
の
議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
事
」
す
な
わ
ち

現
実
社
会
の
問
題
へ
と
関
心
を
向
け
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
延
長
線
上
に
武

内
を
含
む
近
代
日
本
の
儒
学
研
究
が
位
置
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
は
傾

聴
に
値
し
よ
う
。

　

春
台
を
扱
っ
た
第
七
章
「「
気
質
の
性
」
の
行
方
」
は
、
も
と
も
と
の

発
表
が
一
九
九
二
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
春
台
を
た
ん
な
る
徂
徠

の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
と
す
る
の
で
は
な
く
独
自
性
を
も
っ
た
思
想
家
と
し
て

評
価
す
る
近
年
の
研
究
の
濫
觴
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
春
台
を
研

究
す
る
う
え
で
本
章
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。
し
か
し
春
台
の
難
し
い
と

こ
ろ
は
、
徂
徠
学
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
別
の
議
論
を
展
開
し

た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
質
的
に
は
異
な
る
こ
と
を
春
台
自
身
が
理
解

し
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
も
徂
徠
学
の
徒
で
あ
る
と
自
己
規
定
し
て
い
た
と

こ
ろ
に
あ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら

の
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
春
台
の
思
想
の
解
明
は
、
近
世
日
本

に
お
け
る
儒
学
の
展
開
と
い
う
図
式
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
説
明
す
る
だ

け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
春
台
そ
の
も
の
に
即
し
て
深
く
理
解
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
中
村
氏
に
要
求
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
今
後
の
課
題

と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
章
「「
物
」
に
拠
る
教
え
」
と
第
三
章
「「
古
言
」
か
ら
見
通
す

「
先
王
の
道
」」
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
第
二
章
と
あ
わ
せ
て
、
中
村
徂
徠

論
の
中
核
を
な
し
て
お
り
、
元
の
論
文
の
「
徂
徠
に
お
け
る
「
物
」
に
つ

い
て
」（
一
九
八
一
年
）、「
荻
生
徂
徠
の
方
法
」（
一
九
八
八
年
）
を
通
じ
て

よ
く
ご
存
じ
の
人
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
論
文
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
吉
川
幸
次
郎
の
「
徂
徠
学
案
」（『
日
本
思
想
大
系
（（ 

荻
生
徂

徠
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
以
降
に
関
心
が
高
ま
っ
た
「
古
文
辞
学
」

を
徂
徠
学
を
根
柢
か
ら
支
え
る
方
法
的
な
思
考
と
捉
え
、「
物
」
や
「
名
」、

さ
ら
に
「
古
言
」
と
い
っ
た
徂
徠
が
使
用
し
た
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

な
が
ら
、
徂
徠
学
が
問
い
か
け
て
い
る
問
題
を
丁
寧
に
説
明
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
で
あ
る
。
本
書
の
帯
に
「
本
格
的
入
門
書
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

ま
さ
し
く
徂
徠
に
関
心
を
も
つ
人
々
が
徂
徠
学
の
基
盤
と
そ
こ
か
ら
派
生

す
る
問
題
圏
と
を
理
解
す
る
う
え
で
お
お
い
に
役
立
つ
に
違
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
本
書
は
入
門
者
だ
け
で
な
く
、
研
究
を
積
み
重
ね
て
き
た

人
々
に
も
い
ろ
い
ろ
と
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
と
り
わ
け
「
再
確
認
し

て
お
き
た
い
の
は
、
徂
徠
が
「
言
語
」
に
よ
る
説
明
的
解
釈
を
捨
て
さ
っ

た
後
に
、
ふ
た
た
び
、「
古
言
」
あ
る
い
は
「
古
文
辞
」
と
い
う
、
ま
さ

に
こ
れ
も
ま
た
も
う
一
つ
の
「
言
語
」
に
よ
っ
て
世
界
を
捉
え
よ
う
と
し

た
点
で
あ
る
。（
略
）
そ
し
て
こ
の
点
に
儒
学
者
荻
生
徂
徠
の
本
領
が
あ
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っ
た
の
だ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
」（
一
〇
〇
頁
）
と
い
う
指
摘
に
は
、
こ

れ
ま
で
徂
徠
の
著
述
と
格
闘
し
て
き
た
多
く
の
研
究
者
が
強
く
首
肯
す
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
を
政
治
思
想
家
・
社
会
思
想
家
と
み
な
す
の
で

は
な
く
、
近
世
東
ア
ジ
ア
に
生
き
た
儒
学
者
の
一
人
と
し
て
捉
え
よ
う
と

す
る
方
向
性
が
切
り
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
徂
徠
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
」
以
降
の
徂
徠
研
究
に
お
け
る
到
達
点
の
一
つ
が
示
さ
れ
た
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
本
書
が
徂
徠
学
が
も
つ
複
雑
な
構
造

─
と
い

っ
て
も
、
詩
文
か
ら
政
治
改
革
に
至
る
ま
で
の
近
世
東
ア
ジ
ア
の
儒
学
が

も
つ
普
遍
的
な
構
造

─
を
完
全
に
解
き
明
か
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
研
究
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　

第
六
章
「「
華
夷
変
態
」
の
な
か
の
徂
徠
学
」
は
徂
徠
論
と
し
て
は
異

色
の
論
文
で
あ
る
。
琉
球
王
朝
や
音
楽
な
ど
に
関
心
を
も
つ
一
部
の
好
事

家
に
し
か
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
琉
球
聘
使
記
』
と
い
う
作
品
を

「
華
夷
変
態
」、
す
な
わ
ち
明
清
の
交
替
と
い
う
東
ア
ジ
ア
全
体
に
大
き
な

影
響
を
も
た
ら
し
た
事
態
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
現
在
石
垣
島
に
居
を
構
え
て
沖
縄
の
思
想
・
文
化
を
深
く
理
解
し
よ

う
と
し
て
い
る
中
村
氏
が
琉
球
時
代
の
儒
学
や
文
化
に
つ
い
て
論
じ
る
の

は
不
思
議
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
中
村
氏
の
問
題
意
識
の
高
ま
り
に
徂

徠
が
一
役
買
っ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

こ
の
論
文
で
は
、『
琉
球
聘
使
記
』
の
な
か
で
徂
徠
が
引
用
し
た
「
古

歌
」
を
題
材
に
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
言
説
が
展
開
さ
れ
た
の
か
を
紹

介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
琉
球
（
沖
縄
）
認

識
の
変
遷
を
た
ど
る
内
容
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
話
題
を
縦
軸
と
し
て
、

白
石
や
徂
徠
な
ど
の
琉
球
へ
の
関
心
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
華
夷
変

態
」
と
い
う
現
実
世
界
の
大
き
な
変
化
と
「
失
わ
れ
た
古
代
」
の
再
発
見

と
い
う
問
題
関
心
と
が
交
錯
す
る
な
か
で
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

白
石
の
「
言
語
」
や
徂
徠
の
「
楽
」
に
関
す
る
議
論
は
そ
の
証
左
だ
と
論

じ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
大
き
な
潮
流
の
な
か
で
近
世
日
本
の
儒
学
を
論

じ
る
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
議
論
だ
と
言
え
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、

琉
球
だ
け
で
な
く
朝
鮮
に
関
す
る
認
識
も
同
時
に
扱
え
ば
よ
り
説
得
力
の

あ
る
議
論
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
白
石
に
関
し
て
は
朝
鮮
使
節
の
問
題

に
触
れ
て
い
る
が
、
徂
徠
お
よ
び
徂
徠
門
下
に
と
っ
て
も
朝
鮮
使
節
と
の

関
係
は
重
要
で
あ
っ
た
。
詩
文
制
作
と
い
う
文
学
の
領
域
に
関
わ
る
こ
と

な
の
で
扱
い
づ
ら
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
せ
っ
か
く
徂
徠
と
「
琉

球
古
歌
」
と
の
関
係
を
取
り
あ
げ
た
の
だ
か
ら
、
残
念
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
は
中
村
氏
の
意
に
染
ま
な
い
も
の
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
過
去
に
書
い
た
論
文
に
現
時
点
で
の
知
見
を
交
え
て
修
正

を
加
え
る
と
い
う
作
業
は
、
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
評
価
し
て
欲
し
い
と

い
う
意
図
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
村
氏
の
思
い
は

十
分
に
承
知
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
代
を
と
も
に
歩
ん
だ
者
の
一
人

と
し
て
、
過
去
を
ふ
り
返
る
と
い
う
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
感
傷
を
綴
る
こ

と
に
な
る
に
し
て
も
、
現
在
ま
で
の
徂
徠
研
究
の
推
移
と
そ
こ
に
お
け
る

中
村
氏
が
果
た
し
た
役
割
と
に
つ
い
て
述
べ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
中
村
氏
お
よ
び
読
者
諸
氏
に
お
詫
び
し
た
い
。

 

（
恵
泉
女
学
園
大
学
名
誉
教
授
）
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