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本
家
の
「
学
問
の
す
す
め
」
が
、
い
か
に
も
啓
蒙
の
書
に
ふ
さ
わ
し
い

ス
ト
レ
ー
ト
な
響
き
を
持
つ
だ
け
に
、
「
虚
学
の
す
す
め
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
は
、
い
か
に
も
表
裏
の
あ
り
そ
う
な
皮
肉
な
タ
イ
ト
ル
に
見
え
る
か

も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
印
象
こ
そ
、
「
虚
学
」
が
本
来
の
「
虚
学
」

と
し
て
気
息
奄
々
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

「
学
問
の
す
す
め
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
虚
学
の
す
す
め
」
も
、
本
来
は

ス
ト
レ
ー
ト
で
明
朗
な
響
き
を
湛
え
る
表
現
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
本
書

の
想
定
さ
れ
る
主
た
る
読
者
で
あ
る
若
い
研
究
者
や
学
生
は
、「
虚
学
の

す
す
め
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
だ
ろ
う

か
。「
基
礎
学
の
言
い
分
」
と
も
あ
る
の
で
、「
基
礎
学
」
と
い
う
地
味
な

立
場
か
ら
、
や
や
世
を
拗
ね
て
、
し
ょ
せ
ん
「
虚
学
」
と
卑
下
す
る
と
見

せ
か
け
つ
つ
、
武
士
は
喰
わ
ね
ど
高
楊
枝
風
に
斜
に
か
ま
え
た
タ
イ
ト
ル

と
誤
解
す
る
人
も
多
い
気
が
す
る
。

さ
ら
に
、
本
書
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
、
カ
ー
ル
・
セ
ー
ガ
ン
『
人
は

な
ぜ
エ
セ
科
学
に
騙
さ
れ
る
の
か
』（
青
木
薫
訳
）
か
ら
次
の
一
節
が
エ
ピ

グ
ラ
フ
と
し
て
引
か
れ
て
も
い
る
の
で
、
ま
す
ま
す
、
そ
の
よ
う
な
複
雑

な
ポ
ー
ズ
に
見
え
か
ね
な
い
。

だ
ま
さ
れ
や
す
い
人
た
ち
を
陥
れ
る
ま
が
い
も
の
の
説
明
は
、
そ
こ

白
石
良
夫
著

『
虚
学
の
す
す
め

基
礎
学
の
言
い
分
』

ら
じ
ゅ
う
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
一
方
、
懐
疑
的
な
説
は
な
か
な
か

人
々
の
目
に
触
れ
な
い
。そ
れ
と
い
う
の
も
、懐
疑
的
な
も
の
は
〝
売

れ
な
い
〟
か
ら
だ
。

十
九
世
紀
末
に
出
た
「
学
問
の
す
す
め
」
は
、
実
学
の
経
典
と
し
て
、

と
も
か
く
よ
く
売
れ
た
。
と
い
う
よ
り
二
十
一
世
紀
の
現
在
も
、
マ
ン
ガ

版
や
電
子
版
な
ど
も
含
め
、
か
た
ち
を
変
え
て
売
れ
続
け
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
そ
の
「
虚
学
の
す
す
め
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
ろ
う
と
皮
肉
る
読

者
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
著
者
が
懐
疑
派
に
与
す
る
と
し
て
も
、
「
虚
学
の
す
す
め
」

は
、
懐
疑
派
一
流
の
皮
肉
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
。
皮
肉
に
感
じ
る
読

者
が
も
は
や
多
数
派
（
し
か
も
圧
倒
的
な
多
数
派
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
つ

て
の
「
虚
学
」
は
、
と
い
う
よ
り
、
そ
の
「
虚
学
」
の
担
い
手
は
、
も
は

や
絶
滅
危
惧
種
に
近
い
。

「
虚
学
の
す
す
め
」
は
、
本
書
の
内
容
や
文
章
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

本
来
は
ス
ト
レ
ー
ト
で
明
朗
な
響
き
を
持
つ
。

「
虚
学
」
と
は
何
か
。
虚
実
の
語
か
ら
察
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
学
に

対
す
る
虚
学
で
あ
り
、
本
書
の
表
現
を
引
け
ば
、「
学
ん
だ
知
識
が
社
会

生
活
に
直
接
役
に
立
つ
学
問
を
、
実
学
と
い
う
。
こ
の
伝
で
ゆ
く
な
ら
、

文
学
・
哲
学
の
研
究
な
ど
は
、
さ
し
ず
め
「
虚
学
」
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
本
書
の
別
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
実
学
と
い
う
「
即
戦
力
に
な
る
学

問
」
に
対
し
、
「
即
効
薬
」
に
は
な
ら
な
い
「
地
道
な
基
礎
研
究
」
で
あ

る
。
本
書
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
主
に
著
者
が
専
攻
す
る
「
国
文
学
」
を
中
心

と
し
た
人
文
基
礎
学
で
あ
る
が
、
「
虚
学
」
自
体
は
、
も
と
よ
り
文
理
を
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問
わ
な
い
。

教
科
書
調
査
官
と
し
て
長
ら
く
文
部
科
学
省
に
身
を
置
い
た
著
者
が
、

「
基
礎
学
の
す
す
め
」
を
説
く
の
は
、
そ
れ
が
絶
滅
危
惧
種
化
し
て
い
る

と
い
う
危
機
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
、
よ
ろ
し
く
本
書
に
拠
ら
れ

た
い
が
、
そ
の
証
左
は
、
く
り
か
え
し
言
う
が
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
の
感

じ
方
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
は
「
虚
学
の
す
す

め
」
と
聞
い
て
、
皮
肉
な
ど
で
は
な
く
、
い
か
に
も
生
真
面
目
な
こ
そ
ば

ゆ
さ
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
池
田
安
隆
「
「
虚
学

の
精
神
」
再
訪
」（
東
京
大
学
理
学
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
理
学
エ
ッ
セ
イ
第

回
）

19

は
、
東
大
の
安
田
講
堂
事
件
当
時
に
文
学
部
長
だ
っ
た
堀
米
庸
三
が
「
季

刊
芸
術
」
の
「
学
問
の
す
す
め
」
特
集
号
（
一
九
六
九
年
七
月
）
に
寄
稿
し

た
「
虚
学
の
精
神

―
あ
る
い
は
学
問
の
没
意
味
性
に
つ
い
て
」
に
言
及

し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

虚
学
と
は
，
実
学
の
対
極
に
位
置
す
る
学
問
群
の
総
称
（=pure

science

）
で
あ
り
，
理
学
や
哲
学
，
歴
史
学
，
地
理
学
，
人
類
学
，

宗
教
学
等
を
志
す
研
究
者
が
自
ら
の
学
問
に
誇
り
と
自
負
と
ほ
ん
の

少
し
の
韜
晦
と
を
こ
め
て
使
っ
た
呼
称
で
あ
る
。1969

年
当
時
に

は
説
明
無
し
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
の
言
葉
が
，
現
在
で
は
ほ
と
ん

ど
死
語
と
化
し
て
い
る
。
言
葉
が
消
え
る
と
い
う
こ
と
は
，
そ
れ
に

付
随
す
る
概
念
が
無
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
過
去

年
間
に
め

20

ま
ぐ
る
し
い
勢
い
で
お
こ
っ
た
「
大
学
改
革
」
は
，
安
田
講
堂
事
件

に
端
を
発
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
に
虚
学
と
い
う
概
念

が
世
の
中
か
ら
消
え
て
い
っ
た
ら
し
い
。

著
者
が
繰
り
返
し
語
る
危
機
は
、
文
系
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
今
に

至
る
「
大
学
改
革
」
の
発
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
安
田
講
堂
事
件
」
の

1969

年
前
後
の
大
学
と
そ
こ
で
の
研
究
の
空
気
は
、
本
書
の
「
第
Ⅱ
部

文
学
青
年
か
ら
文
学
研
究
者
へ
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
「
虚
学
」
の
語

が
、
「
自
ら
の
学
問
に
誇
り
と
自
負
と
ほ
ん
の
少
し
の
韜
晦
と
を
こ
め
て

使
」
わ
れ
た
時
代
の
空
気
を
十
分
に
呼
吸
す
る
こ
と
で
研
究
生
活
を
ス
タ

ー
ト
さ
せ
た
著
者
に
と
っ
て
、
「
虚
学
」
の
消
滅
は
、
ほ
と
ん
ど
空
気
の

消
滅
に
等
し
い
。
そ
の
空
気
の
消
滅
が
、
真
に
危
機
的
な
の
は
、
本
書
の

著
者
や
著
者
の
世
代
の
研
究
者
に
と
っ
て
で
は
な
い
。
著
者
た
ち
の
世
代

は
、
す
で
に
、
そ
の
空
気
を
十
分
に
呼
吸
し
て
き
た
の
だ
し
、
つ
ま
り
は
、

そ
の
快
楽
を
十
分
に
堪
能
し
て
き
た
の
だ
し
、以
て
瞑
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
虚
学
」
の
消
滅
が
危
機
的
な
の
は
、
真
に
危
機
的
な
状
況
が
出
現
し

た
と
き
、
そ
れ
に
応
じ
る
た
め
の
土
壌
が
根
絶
や
し
に
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
本
書
の
帯
文
に
「
学
問
は
即
効
薬
で
は
な
い
。
即
効
薬
で
は
な

い
が
、
そ
れ
な
く
し
て
即
効
薬
は
つ
く
れ
な
い
。」
と
あ
る
の
は
、
そ
う

し
た
危
機
の
表
現
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
感
染
症
の
世
界
的
流
行
と
い
う
真
に
危
機
的
な
状
況
が
新
た
に

出
現
し
た
と
き
、
あ
れ
ほ
ど
「
科
学
技
術
立
国
」
を
唱
え
て
い
た
日
本
に

お
い
て
、
「
即
効
薬
」
を
作
る
た
め
の
豊
か
な
土
壌
は
培
わ
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
「
即
効
薬
」
的
に
機
能
す
る
社
会
的
な
シ
ス
テ
ム
を
用
意
す

る
知
的
資
本
の
蓄
積
は
十
分
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
賛
否
に
か
か
わ
ら

ず
、
多
く
の
大
学
で
対
面
授
業
が
困
難
な
今
こ
そ
、
「
虚
学
の
す
す
め
」

に
耳
を
傾
け
る
格
好
の
機
会
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
い
は
最
後
の
機
会
か

も
知
れ
な
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
情
報
交
換
の
ス
タ
イ
ル
が
一
般
化
し
て
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し
ま
え
ば
、
教
師
と
生
徒
が
、
あ
る
い
は
研
究
者
同
士
が
、
同
じ
場
所
で
、

同
じ
資
料
の
空
気
を
呼
吸
し
な
が
ら
血
肉
化
さ
れ
る
「
虚
学
」
の
実
践
か

ら
は
遠
ざ
か
る
。
「
虚
学
」
の
血
肉
が
、
謦
咳
に
接
す
る
体
験
の
愉
楽
と

継
続
と
更
新
の
蓄
積
に
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
目
次
か
ら
も
推
測
さ
れ
よ

う
。

ま
え
が
き

第
Ⅰ
部

む
な
し
い
学
問
な
の
か

虚
学
の
論
理

文
学
部
の
光
景

滅
び
る
か
、
イ
ン
ド
哲
学

不
変
の
社
会
的
評
価

約
束
さ
れ
な
い
「
虚
学
」
の
未
来

学
問
は
即
効
薬
で
は
な
い

本

当
に
虚
し
い
学
問
か

蓄
積
こ
そ
が
学
問
で
あ
る

開
か
れ
た
大
学

と
は
何
か

そ
れ
か
ら
二
十
年
以
上
を
経
て

ノ
ー
ベ
ル
賞
と
旧
石
器

だ
れ
も
気
づ
か
な
い
共
通
点

文
系
・
理
系
を
問
わ
な
い
問
題

専

門
家
の
悲
痛
な
声

学
者
で
な
い
人
間
に
学
者
の
良
心
を
責
め
て
ど

う
す
る
ん
だ

石
器
捏
造
と
基
礎
学
軽
視
、
ど
っ
ち
の
罪
が
重
い
？

雨
後
の
筍
が
日
本
を
救
う
か

そ
れ
か
ら
二
十
年

「
勇
気
を
も
て
。
学
者
の
良
心
を
忘
れ
た
の
か
」

霧
の
撤
収
作
戦

「
学
者
の
言
う
こ
と
を
信
じ
よ
う
」

武
人
の
激

励

「
学
者
の
良
心
を
忘
れ
た
の
か
」

共
和
国
は
学
者
を
必
要
と
し
て
い
な
い

レ
ー
ニ
ン
を
永
久
保
存
し
た
男

ロ
シ
ア
革
命
の
場
合

フ
ラ
ン
ス

革
命
の
場
合

文
化
大
革
命
の
場
合

そ
し
て
、
日
本
の
大
学
改
革

の
場
合

人
文
学
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
を
忘
れ
る
な

研
究
者
は
強
迫
観
念
を
持
て

論
文
集
出
版
の
意
味

新
書
本
で
は

業
績
に
な
ら
な
い
か

グ
ロ
ー
タ
ー
ス
神
父
の
挑
発

人
文
学
の
戦

略

人
文
学
に
は
人
文
学
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
あ
る
は
ず

大
学
図
書
館
は
本
を
貸
し
出
す
な

図
書
館
は
貸
本
屋
で
は
な
い

貸
出
件
数
と
い
う
亡
霊

手
を
の
ば

せ
ば
そ
こ
に
本
が
あ
る

地
方
国
立
大
学
の
附
属
図
書
館
を
め
ぐ
る

惨
状

先
人
達
の
遺
産
が
泣
い
て
い
る

い
ま
こ
そ
ハ
コ
モ
ノ
行
政

の
出
番

知
の
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
が
聞
い
て
あ
き
れ
る

学

生
サ
ー
ビ
ス
を
放
棄
し
た
大
学

第
Ⅱ
部

文
学
青
年
か
ら
文
学
研
究
者
へ

文
学
部
へ
の
道

大
学
は
解
体
さ
れ
な
か
っ
た

国
立
二
期
校
の
風
景

文
学
・
歴
史

の
ほ
う
に
進
め

見
え
な
か
っ
た
文
学
部
と
い
う
選
択
肢

遅
す
ぎ

る
反
抗
期

文
芸
部
部
室
と
無
邪
気
な
夢

バ
ス
か
ら
見
た
六
本
松
キ
ャ
ン
パ
ス

文
芸
部
入
部

フ
ァ
ン
ト
ム

墜
落
と
政
治
の
季
節

小
説
の
季
節
の
な
か
で

季
節
の
移
ろ
い

作
家
へ
の
憧
れ

停
止
し
た
時
間

「
春
が
来
て
夏
が
来
て
秋
が
来

て
」

慌
た
だ
し
い
六
本
松
と
の
別
れ

「
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
の
息

子
た
ち
」

だ
れ
も
い
な
い
文
芸
部
部
室

彷
徨
の
な
か
で

文
学

青
年
と
の
訣
別

中
野
三
敏
先
生
と
和
本
修
業
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和
本
と
の
邂
逅

靴
下
の
片
一
方
を
捜
し
て

お
さ
ら
ば
文
学
青
年

今
井
源
衛
先
生
と
『
学
海
日
録
』
刊
行
始
末

学
海
遺
著
・
旧
蔵
書
の
行
方

妾
宅
日
記
の
発
見

本
宅
日
記
と
そ

の
研
究
会

文
壇
史
登
場
以
前
の
依
田
学
海

附
新
潮
文
庫
収
録
に

あ
た
っ
て

非
の
打
ち
所
の
な
い
先
行
研
究
の
功
罪

厳
密
な
分
類
の
索
引
は
必
要
か

学
際
の
境
界
は
厳
密
で
あ
る
べ
し

蔵
書
目
録
は
大
雑
把
で
あ
れ

「
帝
国
図
書
館
蔵
書
目
録
」
の
使
い

勝
手

『
新
編
帝
国
図
書
館
和
古
書
目
録
』
余
談

大
雑
把
な
先
行

研
究
に
導
か
れ
て

「
先
行
研
究
」
に
ま
つ
わ
る
誤
解

第
Ⅲ
部

国
文
学
ひ
と
り
ご
と

作
者
は
本
当
の
こ
と
を
書
か
な
い

国
語
教
科
書
の
注
釈

当
た
り
前
の
事
実
に
注
釈
は
必
要
か

作
者

は
嘘
を
つ
か
な
い
と
い
う
幻
想

韃
靼
海
峡
を
渡
っ
た
て
ふ
て
ふ

二
人
の
タ
ケ
ウ
チ
氏
を
め
ぐ
る
因
縁
譚

四
国
の
厳
し
い
一
読
者

二
人
の
タ
ケ
ウ
チ
氏

奇
し
き
縁

資
料
を
読
み
解
く
面
白
さ

江
戸
藩
邸
と
は

歴
史
資
料
と
し
て
の
手
紙
と
日
記

日
記
は
こ
と

の
詳
細
を
記
述
し
な
い

印
旛
沼
開
発
一
件
の
駆
け
引
き

維
新
後

に
伏
せ
ら
れ
た
事
実

戊
辰
戦
争
と
佐
倉
藩
の
一
挿
話

新
た
な
発

見
を
し
て

語
る
〈
時
間
〉、
語
ら
れ
る
〈
時
間
〉

小
津
映
画
の
生
理
的
安
定

「
東
京
物
語
」
は
東
京
を
語
っ
た
わ
け

で
は
な
い

東
京
と
尾
道
の
距
離

〈
時
間
〉
の
仕
掛
け

語
る
〈
時

間
〉
、
語
ら
れ
る
〈
時
間
〉

紀
子
の
〈
時
間
〉

映
画
は
残
さ
れ

た
も
の
の
現
実
を
え
が
か
な
か
っ
た

喪
服
を
め
ぐ
る
挿
話

若
い

京
子
の
目

紀
子
の
告
白
、
残
酷
な
〈
時
間
〉

資
料
の
提
供
か
、
成
果
の
発
信
か

オ
カ
ル
ト
は
滅
び
な
い

江
戸
に
出
掛
け
て
江
戸
人
の
話
を
聞
け

ア
マ
の
注
釈
、
プ
ロ
の
注
釈

研
究
資
料
の
提
供
か

研
究
成
果
の

発
信
か

白
か
黒
か
で
は
な
い

あ
と
が
き

（
二
〇
二
一
年
二
月

株
式
会
社
文
学
通
信

二
〇
五
頁

一
九
〇
〇
円
＋
税
）


