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イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
新
し
い
時
代
─
解
題
に
か
え
て

ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ

本
書
はA

nthony Grafton, D
efenders of the T

ext: T
he T

raditions of Scholarship in an A
ge of Science, 1450-1800 

（Cam
bridge M

A
: H

arvard U
niversity Press, 1991

） 

の
全
訳
だ
。
副
題
を
そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
「
科
学
の
時
代
に
お
け
る
学
問
の
諸
伝

統
（1（50-1800

）」
だ
ろ
う
。
し
か
し
科
学
と
い
う
言
葉
で
現
代
科
学
と
混
同
す
る
読
者
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
考
慮
か
ら
、
射

程
の
ひ
ろ
い
「
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
文
学
の
誕
生
」
と
し
た
。

著
者
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
グ
ラ
フ
ト
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の
歴
史
学
教
授
で
、
現
在
の
と
こ
ろ
世
界
で
も
っ
と
も
成
功
し
、

も
っ
と
も
忙
し
い
ル
ネ
サ
ン
ス
学
者
の
一
人
だ
。
彼
の
数
あ
る
著
作
の
う
ち
、
本
邦
で
も
す
で
に
『
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
コ
ス
モ
ス
：
ル
ネ
サ

ン
ス
の
占
星
術
師
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
と
『
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
：
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
構
築
者
』（
白
水
社
、
二
〇
一
二
年
）

が
紹
介
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
し
か
し
本
書
第
四
章
の
主
人
公
ス
カ
リ
ゲ
ル
を
あ
つ
か
っ
た
博
士
論
文
と
、
そ
こ
か
ら
出
版
さ
れ
た
著
作
『
ヨ
セ

フ
ス
・
ス
カ
リ
ゲ
ル
：
古
典
学
史
の
研
究
』（
一
九
八
三
年
）
に
並
行
す
る
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
な
か
ば
か
ら
書
き
た
め
た
論
考
群
を

（
1
）　Cardanoʼs Cosm

os: T
he W

orlds and W
orks of a R

enaissance A
strologer 

（Cam
bridge M

A
: H

arvard U
niversity Press, 1999

）; 
Leon Battista A

lberti: M
aster Builder of the Italian R

enaissance （Cam
bridge M

A
: H

arvard U
niversity Press, 2000

）
を
参
照
。
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ま
と
め
た
本
書
は
、
間
違
い
な
く
グ
ラ
フ
ト
ン
の
主
著
だ
と
い
え
る）

2
（

。
驚
く
ほ
ど
博
識
で
ユ
ー
モ
ア
に
と
み
、
悩
ま
し
い
ま
で
に
複
雑
な

本
書
を
一
言
で
表
現
す
る
の
は
難
し
い
。

誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
最
初
に
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
本
書
が
哲
学
史
や
思
想
史
を
従
来
の
よ
う
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
書
物
で

は
な
い
こ
と
だ
。
た
し
か
に
本
書
に
も
多
数
の
哲
学
者
た
ち
の
名
前
や
学
説
が
登
場
す
る
。
と
り
わ
け
古
代
末
期
に
成
立
し
た
偽
書
『
ヘ

ル
メ
ス
文
書
』
の
「
最
期
」
を
議
論
す
る
第
五
章
や
第
六
章
で
は
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
だ
。
し
か
し
、
お
よ
そ
哲
学
者
と
み
な
す
こ
と
は

で
き
な
い
文
筆
家
や
歴
史
家
、
宗
教
家
た
ち
の
方
が
は
る
か
に
多
く
登
場
す
る
。
内
容
を
し
っ
か
り
と
見
渡
せ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
タ

リ
ア
で
隆
盛
を
き
わ
め
た
人
文
主
義
、
そ
こ
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
の
再
生
と
受
容
、
そ
れ
ら
の
読
解
、

さ
ら
に
旧
約
聖
書
の
記
述
と
各
国
史
を
結
び
つ
け
て
天
地
創
造
か
ら
世
界
の
終
末
ま
で
の
記
述
を
試
み
る
普
遍
史
や
年
代
学
、
真
正
作
と

偽
作
の
問
題
、
聖
書
や
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
の
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
な
ど
、
つ
ね
に
考
察
の
俎
上
に
あ
が
っ
て
い
る
の
は
テ
ク
ス
ト
と
そ
の

解
釈
の
歴
史
だ
。
こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
る
知
識
人
た
ち
の
知
的
な
営
み
の
諸
伝
統
を
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
た
ち

か
ら
説
き
お
こ
し
て
、
現
代
の
人
文
諸
学
や
大
学
教
育
の
基
礎
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
歴
史
主
義
や
教
養
主

義
に
ま
で
あ
と
づ
け
る
の
が
、
本
書
の
お
も
な
目
的
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
知
の
領
域
に
ま
た
が
る
多
様
な
問
題
を
あ
つ
か
う
本
書
は
、
学
問
の
一
分
野
の
通
史
を
記
述
す
る
伝
統
的
な
学
問
の
成
立

史
で
も
な
い
。
本
書
の
な
か
で
何
度
も
言
及
さ
れ
る
レ
イ
ノ
ル
ズ
と
ウ
ィ
ル
ス
ン
の
『
古
典
の
継
承
者
た
ち
：
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語

テ
ク
ス
ト
の
伝
承
に
み
る
文
化
史
』（
国
文
社
、
一
九
九
六
年
）
と
は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
書
が
提
起
す
る
の
は
、
幅
広
い

「
テ
ク
ス
ト
の
科
学
」
の
歴
史
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
へ
の
対
峙
を
基
礎
に
お
く
人
文
学
の
す
べ
て
の
領
域
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
だ
。

よ
り
専
門
的
に
表
現
す
れ
ば
、『
テ
ク
ス
ト
の
擁
護
者
た
ち
』
は
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ーintellectual history

と
呼

ば
れ
る
「
知
の
営
み
の
歴
史
」
を
あ
つ
か
っ
た
書
物
だ
。
本
邦
で
は
な
じ
み
の
薄
い
「
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
い
う
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用
語
は
、
こ
れ
ま
で
精
神
史
や
知
性
史
と
も
訳
さ
れ
、
と
き
に
思
想
史
や
観
念
史
、
心
性
史
と
い
っ
た
近
隣
分
野
と
並
列
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
諸
分
野
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
な
り
あ
う
部
分
も
あ
る
の
で
明
確
な
線
引
き
を
す
る
の
は
困
難
だ
。
む
し
ろ
既
存
の
学
問
の
壁
を

こ
え
て
、
分
野
横
断
的
か
つ
多
角
的
に
問
題
の
分
析
を
お
こ
な
う
の
が
、
こ
の
手
法
の
特
徴
で
も
あ
る
。

イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
歴
史
学
の
一
分
野
は
、
長
い
伝
統
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
み

ら
れ
る
驚
く
べ
き
急
展
開
は
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
転
機
と
な
っ
た
の
が
、『
テ
ク
ス
ト
の
擁
護

者
た
ち
』
の
出
現
な
の
だ
。
つ
ま
り
本
書
は
、
こ
の
領
域
に
新
し
い
時
代
を
切
り
開
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
書
と
そ
れ
に

つ
づ
く
一
連
の
作
品
に
よ
っ
て
グ
ラ
フ
ト
ン
が
九
〇
年
代
以
降
の
歴
史
学
に
与
え
た
影
響
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
学
を
震
源
と
し
て
中
世
史
や

近
代
史
の
研
究
者
た
ち
を
巻
き
こ
み
、
科
学
史
や
医
学
史
、
書
物
・
印
刷
史
、
文
学
・
芸
術
史
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
分
野
に
波
及
し

て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
四
半
世
紀
に
わ
た
る
研
究
・
執
筆
・
教
育
活
動
を
と
お
し
て
、
グ
ラ
フ
ト
ン
は
欧
米
に
お
け
る
歴
史
学
の
一
大

権
威
と
な
っ
た
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
歴
史
学
に
お
け
る
大
変
革
は
一
部
だ
け
し
か
本
邦
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
す
く
な
く
と
も
Ｐ
・
フ
ィ
ン

ド
レ
ン
の
一
九
九
四
年
の
主
著
『
自
然
の
占
有
：
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
蒐
集
、
そ
し
て
初
期
近
代
イ
タ
リ
ア
の
科
学
文
化
』（
あ
り
な
書
房
、

二
〇
〇
五
年
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
特
筆
に
値
す
る
。
Ａ
・
ブ
レ
ア
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
自
然
の
劇
場
：
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
と
ル

ネ
サ
ン
ス
科
学
』（
一
九
九
七
年
）
は
、
よ
り
直
接
的
な
影
響
を
グ
ラ
フ
ト
ン
の
仕
事
か
ら
う
け
た
作
品
だ）

（
（

。
同
様
に
、
グ
ラ
フ
ト
ン
の
影

響
下
に
成
立
し
た
Ｋ
・
パ
ー
ク
と
Ｌ
・
ダ
ス
ト
ン
に
よ
る
野
心
作
『
驚
異
と
自
然
の
秩
序
（1150-1750

）』（
一
九
九
八
年
）
は
、
多
大
な

（
2
）　A

nthony Grafton, Joseph Scaliger: A
 Study in the H

istory of Classical Scholarship, I: T
extual Criticism

 and E
xegesis 

（O
xford: 

Clarendon, 198（

）.
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イ
ン
パ
ク
ト
を
世
界
の
歴
史
家
た
ち
に
与
え
た）

（
（

。
こ
う
し
た
研
究
者
た
ち
が
一
堂
に
会
し
た
『
自
然
の
細
目
：
ル
ネ
サ
ン
ス
期
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
自
然
と
諸
学
』（
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
ま
さ
に
記
念
碑
的
な
論
集
だ）

5
（

。
さ
ら
に
そ
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
は
、
論
集
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
：
初
期
近

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
経
験
主
義
と
博
識
』（
二
〇
〇
五
年
）
に
受
け
つ
が
れ
て
い
る）

6
（

。
ま
た
Ｎ
・
シ
ラ
イ
シ
の
入
魂
作
『
歴
史
、
医
学
、

そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
諸
学
の
伝
統
』（
二
〇
〇
七
年
）
も
、
グ
ラ
フ
ト
ン
の
影
響
を
抜
き
に
し
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い）

7
（

。
こ
う

し
た
歴
史
学
に
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
潮
流
の
源
が
、
ま
さ
に
『
テ
ク
ス
ト
の
擁
護
者
た
ち
』
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
の
な
か
で
グ
ラ
フ
ト
ン
自
身
は
、
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
な
ん
で
あ
る
の
か
明
確
な
定
義
を
し
て
い
な

い
。
な
か
な
か
手
短
に
説
明
す
る
の
が
難
し
い
領
域
で
あ
る
し
、
現
在
で
も
こ
の
分
野
で
活
躍
す
る
研
究
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
意
見
の
一

致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
多
様
性
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
研
究
の
多
彩
さ
と
豊
か
さ
を
生
む
原
動
力
だ
と
さ
え
考
え
ら
れ

る
。ひ

と
つ
明
確
に
い
え
る
の
は
、
グ
ラ
フ
ト
ン
が
知
の
営
み
の
歴
史
を
非
合
理
か
ら
合
理
性
へ
と
む
か
う
単
線
的
な
発
展
と
は
考
え
て
い

な
い
こ
と
だ
。
本
書
で
は
、
現
代
的
な
価
値
観
か
ら
知
の
山
脈
を
形
成
す
る
と
目
さ
れ
る
山
頂
群
、
つ
ま
り
「
巨
人
た
ち
」
を
点
と
点
で

結
ん
で
い
く
よ
う
な
記
述
は
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
巨
人
た
ち
の
陰
に
隠
れ
て
い
た
、
し
か
し
歴
史
上
で
は
重
要
な
働
き
を
し
た
ポ
リ
ツ
ィ

ア
ー
ノ
や
ア
ン
ニ
ウ
ス
、
ス
カ
リ
ゲ
ル
や
カ
ゾ
ボ
ン
と
い
っ
た
人
物
た
ち
に
光
が
あ
て
ら
れ
る
。

グ
ラ
フ
ト
ン
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
究
極
的
な
も
の
は
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
、
逆
説
的
な
こ
と
に
た

い
す
る
関
心
だ
」（
序
章
）。「
必
要
と
な
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
科
学
や
学
問
の
体
系
が
か
た
ち
を
変
え
て
し
ま
う
前
の
姿
を
再
構
成
す
る

こ
と
だ
。［
…
］
い
ま
で
は
奇
妙
に
み
え
る
問
い
に
与
え
ら
れ
た
的
外
れ
な
解
答
の
意
味
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
第
四
章
）。

「
分
析
対
象
と
な
る
著
作
を
、
先
行
す
る
時
代
あ
る
い
は
同
時
代
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
と
体
系
的
に
比
較
し
て
こ
そ
、
現
代
の
読
者
は
過

去
の
著
者
が
も
ち
い
た
専
門
的
な
概
念
や
問
題
に
精
通
で
き
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
斬
新
な
も
の
［
…
］
と
伝
統
的
な
も
の
を
区
別
で
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き
な
い
。
ま
た
、
当
の
著
作
が
同
時
代
や
後
世
の
学
者
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
お
こ
し
た
か
、
そ
れ
を
注
意
ぶ
か
く
観
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
現
代
の
読
者
は
［
過
去
の
問
題
が
も
っ
て
い
た
］
本
来
の
目
的
を
発
見
で
き
る
。
そ
う
し
た
要
因
の
そ
れ
ぞ
れ
に
し
か
る

べ
き
注
意
を
は
ら
う
研
究
の
み
が
、［
…
］
正
当
と
い
え
る
歴
史
的
な
評
価
を
与
え
ら
れ
る
」（
序
章
）
の
だ
。

こ
う
し
た
独
特
な
手
法
か
ら
、
な
に
が
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
を
構
成
す
る
各
章
を
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、
グ
ラ
フ

ト
ン
は
「
テ
ク
ス
ト
の
科
学
」
に
内
在
す
る
時
代
や
文
化
の
違
い
を
こ
え
た
普
遍
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
は
読
解
と
い
う
作

業
に
お
け
る
典
型
的
な
ふ
た
つ
の
態
度
の
相
克
だ
。
そ
れ
ら
の
態
度
の
一
方
は
、
時
空
を
超
越
し
た
生
き
た
鑑か

が
み

と
し
て
過
去
の
テ
ク
ス

ト
を
読
み
手
の
関
心
や
ニ
ー
ズ
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
教
訓
さ
え
も
導
出
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
態
度
の
極
北
に
は
、
古
代

ロ
ー
マ
の
詩
人
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
『
変
身
物
語
』
が
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
訓
譚
と
し
て
読
ま
れ
た
例
が
あ

げ
ら
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
態
度
は
、
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
も
歴
史
の
産
物
と
と
ら
え
、
そ
れ
が
成
立
し
た
背
景
・
文
脈
に
置
き
な
お
し
、

（
（
）　A

nn Blair, T
he T

heater of N
ature: Jean Bodin and R

enaissance Science 

（Princeton: Princeton U
niversity Press, 1997

）. 
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知
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ature and the D
isciplines in R

enaissance E
urope 

（Cam
-

bridge M
A

: M
IT

 Press, 2000

）.

（
6
）　Gianna Pom

ata &
 N

ancy G. Siraisi 

（eds.

）, H
istoria: E

m
piricism

 and E
rudition in E

arly M
odern E

urope 

（Cam
bridge M

A
: 

M
IT

 Press, 2005

）. 

（
7
）　N

ancy G. Siraisi, H
istory, M

edicine, and the T
raditions of R

enaissance Learning 

（A
nn A

rbor: U
niversity of M

ichigan Press, 
2007

）.
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受
容
さ
れ
る
過
程
で
生
じ
た
論
争
や
誤
読
さ
え
も
考
慮
に
い
れ
て
読
解
し
よ
う
と
す
る
。
後
者
の
態
度
の
成
長
と
と
も
に
、
西
洋
に
お
け

る
人
文
諸
学
の
基
礎
と
な
っ
た
歴
史
主
義
が
築
か
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
に
た
い
す
る
批
判
的
な
歴
史
感
覚
の
展
開
を
あ
と

づ
け
る
う
え
で
カ
ギ
と
な
る
の
が
、
本
書
で
考
察
さ
れ
る
ア
ン
ニ
ウ
ス
や
ス
カ
リ
ゲ
ル
、
カ
ゾ
ボ
ン
と
い
っ
た
人
々
な
の
だ
。

一
方
、
グ
ラ
フ
ト
ン
の
手
法
を
も
ち
い
て
本
書
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
一
見
し
て
独
創
的
に
み
え
る
彼
の
作
品
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章

に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
著
作
が
存
在
す
る
こ
と
に
読
者
は
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
紙
幅
の
関
係
で
す
べ
て
を
指
摘
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

第
三
章
と
第
四
章
は
Ａ
・
ク
レ
ン
プ
ト
の
『
世
界
史
記
述
の
世
俗
化
』（
一
九
六
〇
年
）、
第
五
章
と
第
六
章
は
Ｆ
・
イ
ェ
イ
ツ
の
『
ジ
ョ

ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
と
ヘ
ル
メ
ス
主
義
の
伝
統
』（
一
九
六
四
年
）、
第
七
章
で
は
Ｒ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
の
『
ル
ド
ル
フ
二
世
と
そ
の
世
界
』

（
一
九
七
三
年
）、
第
八
章
は
Ｒ
・
ポ
プ
キ
ン
の
『
ラ
・
ペ
イ
レ
ー
ル
』（
一
九
八
七
年
）
と
い
っ
た
具
合
だ）

8
（

。
し
か
し
こ
う
し
た
書
物
の
陰

で
よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
彼
が
ロ
ン
ド
ン
で
師
事
し
た
Ａ
・
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
の
仕
事
だ
。
今
後
こ
の
人
物
の
歴
史
方
法

論
と
の
比
較
が
な
さ
れ
れ
ば
、
本
書
を
さ
ら
に
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う）

9
（

。

『
テ
ク
ス
ト
の
擁
護
者
た
ち
』
の
邦
訳
を
所
収
す
るbibliotheca herm

etica

叢
書
は
、
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
あ

つ
か
う
国
内
外
の
良
書
を
読
者
に
ひ
ろ
く
紹
介
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
企
画
・
運
営
お
よ
び
執
筆
や
講
演
を
と
お
し
て
、

私
自
身
も
こ
の
手
法
を
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た）

（1
（

。
そ
う
し
た
な
か
で
本
書
は
つ
ね
に
規
範
で
あ
り
、
よ
き
手
本
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
正
直
な
と
こ
ろ
私
自
身
、
本
書
の
真
価
を
理
解
す
る
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
。
最
初
の
出
会
い
は
、
一
九
九
四
年
に
渡
欧
し
て

間
も
な
く
博
士
論
文
の
た
め
の
研
究
で
駆
け
足
に
読
破
し
た
と
き
だ
っ
た
。
目
先
の
研
究
テ
ー
マ
に
縛
ら
れ
て
い
た
私
の
理
解
は
、
十
分

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
そ
の
十
五
年
後
に
翻
訳
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
、
再
度
じ
っ
く
り
と
読
み
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。

本
書
の
端
か
ら
端
ま
で
、
さ
ら
に
注
記
の
隅
々
ま
で
何
度
も
読
み
か
え
す
な
か
で
本
当
に
多
く
の
こ
と
を
学
び
、
多
く
の
こ
と
に
目
が
開

か
れ
た
。
そ
し
て
本
書
は
、
私
に
と
っ
て
真
の
意
味
で
の
宝
物
と
な
っ
た
。
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最
初
に
『
テ
ク
ス
ト
の
擁
護
者
た
ち
』
の
邦
訳
を
提
案
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
素
晴
ら
し
い
発
見
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
ア
ダ

ム
・
タ
カ
ハ
シ
君
、
そ
し
て
私
の
集
中
講
義
で
の
議
論
に
参
加
し
て
く
れ
た
学
生
諸
君
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
邦
訳
を
仕
上
げ
る
ま
で

に
は
、
ほ
か
に
も
多
く
の
仲
間
た
ち
の
手
助
け
が
あ
っ
た
。
大
阪
大
学
の
加
藤
浩
・
桑
木
野
幸
司
、
慶
応
義
塾
大
学
の
赤
江
雄
一
、
立
教

大
学
の
小
澤
実
、
東
京
基
督
教
大
学
の
加
藤
喜
之
、
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
大
学
の
坂
本
邦
暢
の
各
氏
に
は
、
訳
文
の
確
認
お
よ
び
専
門
用
語
や

ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
の
問
題
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
っ
た
。
超
有
名
ブ
ロ
グ
『
石
版
！
』
の
紺
野
正
武
さ
ん
に
は
、
訳
出

の
終
わ
っ
た
全
原
稿
を
と
お
し
て
表
記
の
不
統
一
な
ど
の
指
摘
を
お
願
い
し
た
。
勁
草
書
房
の
関
戸
詳
子
さ
ん
に
は
、
素
晴
ら
し
い
書
物

と
し
て
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
読
者
に
届
く
よ
う
最
善
の
配
慮
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
毎
度
の
こ
と
な
が
ら
と
て
も
美
し
い
装
丁
は
、
岡
澤
理
奈

さ
ん
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
だ
。
し
か
し
も
っ
と
も
称
賛
に
値
す
る
の
は
、
忙
し
い
教
育
者
と
し
て
の
本
業
の
か
た
わ
ら
で
、
五
年
の
歳
月
を

か
け
て
根
気
よ
く
下
地
と
な
る
訳
稿
を
つ
く
り
あ
げ
た
福
西
亮
輔
さ
ん
の
不
断
の
努
力
と
訳
者
と
し
て
の
類
ま
れ
な
才
能
だ
。
な
に
か
特

別
な
訓
練
は
受
け
て
い
な
い
と
い
う
が
、
博
識
か
つ
多
言
語
に
わ
た
る
難
解
な
原
著
を
と
て
も
巧
み
に
翻
訳
し
て
い
た
だ
い
た
。
シ
リ
ー

ズ
内
で
の
統
一
性
を
重
視
す
る
た
め
に
、
彼
の
古
風
で
味
の
あ
る
文
体
を
修
正
し
た
こ
と
で
不
具
合
が
生
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ

と
え
に
私
の
責
任
だ
。

（
8
）　

ブ
リ
ル
書
店
の
有
名
な
「
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
叢
書
」Studies in Intellectual H

istory

は
、
Ｒ
・
ポ
プ
キ
ン
を
編
集
主
幹
と

し
て
、
こ
の
『
ラ
・
ペ
イ
レ
ー
ル
』
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。 

ポ
プ
キ
ン
一
派
と
グ
ラ
フ
ト
ン
の
関
係
も
探
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
だ
。

（
9
）　bibliotheca herm

etica

叢
書
で
は
、
Ａ
・
ク
レ
ン
プ
ト
と
Ａ
・
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
の
主
要
作
も
紹
介
す
る
予
定
だ
。

（
10
）　

二
〇
一
四
年
七
月
に
東
京
大
学
の
科
哲
講
座
の
一
環
と
し
て
開
催
し
た
集
中
講
義
と
公
開
講
演
「
科
学
革
命
の
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
：
イ
ン
テ
レ
ク

チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
方
法
と
実
践
」
を
あ
げ
て
お
く
。『
知
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
四
年
）
の
序
文
と
「
イ
ン
テ
レ

ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
な
ん
で
す
か
？
」『U

P

』（
二
〇
一
四
年
一
二
月
）、
七
─
一
〇
頁
も
参
照
。
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悩
ま
し
い
ほ
ど
に
高
度
で
複
雑
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
体
や
表
現
は
で
き
る
だ
け
平
易
に
な
る
よ
う

に
心
が
け
た
。
訳
文
の
確
認
に
は
細
心
の
注
意
を
傾
け
た
が
、
著
者
特
有
の
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
た
言
葉
遊
び
や
隠
さ
れ
た
ト
リ
ッ
ク
を

見
抜
け
ず
に
訳
し
損
な
っ
て
い
る
部
分
も
ま
だ
ま
だ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
読
者
諸
氏
に
は
寛
容
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

だ
。
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