
本
稿
で
は
中
江
藤
樹
の
権
を
め
ぐ
っ
て
の
論
と
『
論
語
郷
党
啓
蒙
翼
傳
』
に

お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
と
を
考
察
す
る
中
で
、
藤
樹
の
思
想
の
意
味
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
際
先
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
明
ら
か

に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
藤
樹
の
思
想
が
い
か
な
る
体
系
を
持
っ
て
い
る
の

か
、
ま
た
そ
の
中
で
権
や
時
処
位
が
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
の
持
つ
内
的
論
理
に
で
は
な
く
、

眼
前
に
残
さ
れ
た
藤
樹
の
仕
事
の
意
味
を
考
え
て
ゑ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
藤
樹

の
思
想
は
体
系
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
一
部
を
藤
樹
の
仕
事
と
し
て
取
り
出

す
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
藤
樹
と
い
う
人
物
に
焦
点
を
当
て
る
か
ぎ
り
正
当
な

も
の
と
は
言
え
ま
い
。
し
か
し
思
想
自
体
を
問
題
に
す
る
こ
と
と
人
物
の
思
想

を
問
題
に
す
る
こ
と
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
立
場
か
ら
の
思
想
史
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
藤
樹
の
思
想
的
な
営
為
を
何
か
に
還
元
す

る
こ
と
な
く
営
為
自
体
と
し
て
取
り
出
す
方
法
を
採
っ
て
ゑ
た
い
と
思
う
。
当

然
研
究
史
的
に
言
え
ば
本
稿
で
扱
う
の
は
藤
樹
「
中
期
」
の
思
想
と
し
て
異
論

な
い
わ
け
で
は
あ
る
が
、
時
代
区
分
に
つ
い
て
も
敢
え
て
態
度
を
保
留
し
た
い

（
１
八
）

と
思
う
。
本
稿
で
扱
う
問
題
は
藤
樹
の
生
涯
の
ど
こ
に
位
置
す
る
か
と
い
う
こ

と
と
は
関
心
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

権
・
時
処
位

Ｉ
中
江
藤
樹
の
思
想
Ｉ

●

心

藤
樹
の
権
を
見
る
前
に
、
比
較
の
た
め
に
朱
子
の
権
に
つ
い
て
見
て
お
き
た

い
と
思
う
。
漢
儒
は
権
を
「
経
に
反
し
て
道
に
合
う
」
も
の
と
し
た
が
、
伊
川

は
そ
れ
を
批
判
し
「
権
は
即
ち
是
れ
経
」
と
主
張
し
た
。
朱
子
は
こ
の
説
を
踏

ま
え
つ
つ
、
自
説
を
折
衷
的
と
も
言
い
得
る
位
置
に
置
い
て
論
じ
て
い
る
。
朱

（
２
）

子
は
「
権
は
自
か
ら
是
れ
権
、
経
は
自
か
ら
是
れ
経
」
と
、
権
と
経
と
は
弁
別

こ
こ
で
権
や
時
処
位
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
れ
こ
そ
が
藤
樹
思
想

の
方
法
的
な
根
幹
を
為
す
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
代
表
的
な
仕
事
と
し
て
評
価

さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
『
論
語
郷
党
啓
蒙
翼

傳
』
に
お
け
る
解
釈
の
成
立
は
藤
樹
が
テ
キ
ス
ト
解
釈
の
方
法
を
獲
得
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
藤
樹
思
想
の
特
質
を
表
わ
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
方
法
の
発
見
に
と
も
な
い
、
権
と
い
う
仕
方
で
現
実
を
把

握
し
活
性
化
さ
せ
る
認
識
の
在
り
方
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
時
処
位
論
を
経

過
せ
ず
し
て
権
と
い
う
認
識
の
在
り
方
が
可
能
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
が
、
権
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
権
の

方
か
ら
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
伊
川
の
説
の
よ
う
に
経
の
中
に
権
が
吸
収
さ

れ
、
権
が
暖
昧
に
さ
れ
る
よ
う
な
理
解
と
は
一
定
の
距
離
を
保
と
う
と
す
る
。

し
か
し
そ
の
上
で
伊
川
の
説
に
対
し
、
自
説
と
整
合
す
る
解
釈
を
与
え
て
い
る

の
で
あ
る
。

権
と
経
と
豈
に
弁
へ
無
か
る
可
け
ん
や
。
但
だ
是
れ
伊
川
、
漢
儒
只
管
に

経
に
反
す
る
是
れ
を
権
と
言
ふ
を
見
て
、
後
世
忌
偉
無
き
者
は
皆
権
を
借

り
て
以
て
自
ら
飾
る
を
得
ん
こ
と
を
恐
る
。
因
り
て
此
の
論
有
る
の
ゑ

も
し
漢
儒
の
説
に
拠
る
な
ら
ば
、
「
経
に
反
す
る
」
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
伊
川
は
そ
の
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
に
、
経
と
権
と
は
対
立
す

る
も
の
で
は
な
い
と
説
い
た
、
と
す
る
の
が
基
本
的
な
朱
子
の
伊
川
に
対
す
る

理
解
の
仕
方
で
あ
る
。
朱
子
は
、
堯
舜
の
禅
讓
、
湯
武
の
放
伐
、
舜
の
結
婚
に

際
し
て
の
事
な
ど
様
々
な
例
を
権
と
し
て
認
め
、
権
を
経
と
は
異
な
る
も
の
と

し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
経
と
権
を
弁
別
し
、
権
に
確

か
な
位
置
を
与
え
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
伊
川
と
同
じ
く
権
が
「
経
に
反
す

る
」
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事
に
は
、
か
な
り
の
注
意
を
払
っ
て
繰
り
返
し

否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
権
で
は
な
く
経
の
重
要
性
こ
そ
が
ま
ず
も
っ
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
で
、
朱
子
も
伊
川
と
立
場
を
同
じ
く
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
忌
悼
無
き
者
」
達
が
「
権
を
借
り
て
」
自
己
正
当
化
の
論

拠
と
す
る
こ
し
↑
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
は
権
の
存
在
を
認
め
な
が
ら

も
、
そ
の
用
い
ら
れ
る
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
。

経
は
是
れ
萬
世
常
行
の
道
、
権
は
是
れ
已
む
こ
と
を
得
ず
し
て
之
を
用

ふ
。
…
．
：
若
し
日
日
時
時
之
（
権
ｌ
筆
者
補
）
を
用
ふ
れ
ば
則
ち
甚
の
世

界
を
か
成
し
了
ら
ん

「
経
は
是
れ
萬
世
常
行
の
道
」
と
あ
る
よ
う
に
道
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

は
経
で
あ
っ
て
、
権
は
常
日
頃
に
行
な
う
べ
き
こ
と
と
は
異
な
る
非
常
時
に
お

い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
を
日
常
的
な
世
界
に
過
っ

て
持
ち
込
め
ば
、
君
臣
父
子
等
の
基
本
的
な
関
係
さ
え
も
犯
さ
れ
、
こ
の
世
界

に
い
た
ず
ら
な
混
乱
を
引
き
起
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
伊
川
と

朱
子
は
と
も
に
、
権
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
抑
え
込
む
方
向
で
は
、
共

通
の
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。
結
局
権
は
、
「
権
に
至
り
て
は
、
則
ち
聖
賢
に

非
ざ
れ
ぱ
行
な
ふ
こ
と
能
は
ず
」
と
、
「
大
賢
已
上
」
の
者
の
み
が
用
い
る
こ

（
④
⑨
）

と
の
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
。
権
は
濫
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、

そ
れ
を
用
い
る
事
の
許
さ
れ
る
人
、
ま
た
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
局
面
、
そ
の
両

面
で
厳
し
い
制
約
を
受
け
る
。
つ
ま
り
朱
子
は
、
権
を
経
だ
け
で
は
蔽
い
き
れ

な
い
、
世
界
に
対
処
す
る
も
の
と
し
て
認
め
な
が
ら
も
、
実
際
に
そ
れ
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
か
な
り
慎
重
に
そ
の
場
面
を
狭
め
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
人
倫
日
用
の
世
界
は
非
常
の
事
態
が
起
こ
る
場
合
を
含
み
な
が

ら
も
、
基
本
的
に
は
経
に
依
拠
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
生
き
て
い
き
得
る
世
界
な

の
で
あ
る
。

朱
子
は
『
朱
子
語
類
』
巻
の
三
七
を
中
心
に
し
て
、
か
な
り
の
量
を
割
き
権

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
方
向
が
、
権
の
持
つ
危
険
な
側
面
を
囲
い
込
む

方
向
を
持
つ
も
の
と
は
い
え
、
朱
子
が
こ
の
概
念
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中
江
藤
樹
の
権
は
そ
れ
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
『
翁
問

答
」
の
下
巻
の
末
に
お
い
て
数
頁
だ
け
登
場
す
る
も
の
で
、
そ
こ
以
外
に
散
見

さ
れ
る
数
カ
所
は
、
権
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
と
い
う
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
し
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か
し
権
は
藤
樹
の
現
実
認
識
を
知
る
う
え
で
最
も
重
要
な
概
念
な
の
で
あ
る
。

め
う
ゆ
う

藤
樹
の
権
を
検
討
し
て
い
く
に
当
っ
て
は
、
「
権
は
聖
人
の
妙
用
、
神
道
の

そ
う
承
や
う
（
４
）

惣
名
な
り
」
と
い
う
一
節
を
軸
に
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思

う
。
「
権
は
聖
人
の
妙
用
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
藤
樹
も
権
を
、
聖
人
だ

け
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
堯
舜

の
禅
讓
等
具
体
的
に
ど
の
事
跡
が
権
を
行
使
し
た
例
に
当
る
の
か
も
朱
子
と
大

差
は
な
い
し
、
権
を
用
い
る
の
は
「
大
賢
巳
上
」
と
い
う
『
朱
子
語
類
』
中
の
語

も
あ
り
、
朱
子
を
踏
ま
え
な
が
ら
権
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
今
取
り
上
げ
た
後
の
方
の
句
、
権
は
「
神
道
の
惣
名
な

り
」
と
い
う
所
に
あ
る
。
藤
樹
自
身
の
説
明
を
ま
ず
見
て
お
き
た
い
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
権
の
理
解
は
、
「
秤
の
お
も
り
の
定
と
こ
ろ
」
の
な
い
、

「
活
稜
々
地
」
の
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
権
の
理
解
は
、
権
を
経
と
で
は
な
く
礼
と
対
応
す
る
も
の
と
し

て
の
把
握
を
可
能
に
し
て
い
る
。
礼
は
権
が
法
と
し
て
の
形
を
持
っ
た
も
の
、

つ
ま
り
「
通
あ
り
て
変
通
の
活
溌
な
き
」
も
の
と
し
て
、
権
と
対
を
な
し
て
捉

え
ら
れ
る
。
権
と
経
と
い
う
問
題
の
立
て
方
か
ら
、
権
と
礼
と
い
う
問
題
の
立

て
方
に
転
じ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
も
し
権
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
権
を

経
よ
り
も
上
位
の
概
念
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
人
倫
世
界
で
の
日
用
の
諸
徳

神
道
を
権
と
名
づ
く
る
名
義
は
、
聖
人
は
天
と
同
禮
、
至
誠
無
息
、
物
に

凝
滞
せ
ず
跡
に
よ
ら
ず
、
独
往
独
来
、
活
溌
々
地
に
し
て
、
お
こ
な
ひ
た

ま
ふ
所
こ
と
ご
と
く
天
道
の
神
理
に
適
当
恰
好
な
る
景
象
、
秤
の
お
も
り

き
や
う
じ
う

の
定
と
こ
ろ
な
く
、
往
来
滞
ず
し
て
、
物
の
軽
重
を
は
か
り
て
適
当
恰

好
な
る
に
似
た
る
意
あ
る
に
よ
っ
て
象
を
と
れ
り

目
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
藤
樹
は
、
権
と
礼
と
を

対
置
す
る
こ
と
で
、
権
を
礼
と
対
等
以
上
の
位
置
に
置
く
。
「
礼
法
は
本
権
道

の
節
分
」
と
さ
れ
、
権
は
礼
法
を
生
永
出
す
も
の
と
し
て
の
位
置
が
与
え
ら
れ

る
。
そ
れ
が
結
局
「
礼
の
外
に
権
な
し
。
権
の
外
に
礼
な
し
」
と
い
う
言
葉
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱
子
が
「
萬
世
常
行
の
道
」
に
対
し
て
「
已
む
こ
と

を
得
ず
」
し
て
用
い
る
も
の
、
と
例
外
的
な
位
置
に
置
い
た
権
は
、
「
天
下
万

民
日
用
通
行
の
た
め
」
に
あ
る
礼
法
の
、
背
後
に
常
に
存
在
す
る
も
の
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
も
は
や
権
は
単
に
非
常
時
に
の
承
用
い
ら
れ
る
も
の
で
な
く
な

る
と
同
時
に
、
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
在
る
べ
き
様
に
成
立
さ
せ
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
二
重
に
藤
樹
の
権
は
朱
子
の
権
と
ず
れ
て
き
て
い
る
。
一
つ
は
、

椎
を
礼
と
対
応
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
は
経
で
蔽
い

き
れ
な
い
非
常
時
の
み
に
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
限
定
が
取
り
払
わ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
権
は
確
か
に
聖
人
だ
け
が
用
い
得
る
も
の
と

し
て
あ
る
一
方
で
、
「
神
道
」
と
呼
ば
れ
一
る
「
道
」
の
「
名
」
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
に
関
わ
っ
て
の
問
題
で
あ
る
。
全
て
の
礼
の
背
後
に
あ
っ
て
礼
を
成
立

さ
せ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
具
体
的
場
面
で
行
使
す
る
類
の
も
の
と
は
次
元
の

異
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
行
使
さ
れ
る
も
の
Ｉ
そ
れ
は
そ
の
時

点
で
変
通
の
活
溌
無
き
も
の
と
し
て
の
礼
に
他
な
ら
な
い
。
権
に
は
活
発
で
止

ま
る
こ
と
の
な
い
状
態
、
あ
る
い
は
働
き
を
も
兼
ね
る
総
体
と
し
て
の
意
味
が

与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
、
権
は
「
神
道
の
惣
名
な
り
」
と
い

う
言
葉
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
権
と
学
問
の
関

係
付
け
ら
れ
方
を
見
て
お
く
。
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権
は
聖
人
の
妙
用
に
し
て
初
学
の
人
受
用
す
る
こ
と
あ
た
は
ず
と
い
へ
ど

も
、
工
夫
の
準
的
は
か
な
ら
ず
権
を
目
あ
て
と
す
く
し

権
を
準
的
と
し
て
工
夫
せ
ざ
れ
ぱ
明
徳
を
明
に
す
べ
き
道
な
し

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
権
は
学
問
を
志
す
人
々
に
開
か
れ
た
も
の
と

な
る
。
藤
樹
は
、
朱
子
が
権
を
論
じ
る
際
に
最
も
重
視
し
た
、
『
論
語
』
子
牢

篇
の
「
子
日
は
く
與
に
学
を
共
に
す
、
未
だ
與
に
道
に
適
く
可
か
ら
ず
、
與
に

道
に
適
く
可
し
、
未
だ
與
に
立
つ
可
か
ら
ず
」
の
「
学
」
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
章
は
、
「
学
」
「
道
」
「
立
」
「
権
」
を
階
梯
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
、
こ
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
よ
り
高
次
の
段
階
に
到
る
、

と
考
え
る
の
が
一
般
的
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
藤
樹
は
、
「
與
に
共
に
す

可
き
」
学
を
「
権
の
道
を
ま
な
ぶ
学
な
り
」
と
捉
え
る
。
学
問
を
行
な
う
こ
と

は
権
の
道
を
学
ぶ
こ
と
と
さ
れ
、
学
問
を
志
す
そ
の
時
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
る
。

次
に
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
道
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

道
は
大
虚
に
充
満
し
て
身
を
は
な
れ
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
も
と
よ
り
平
生

日
用
の
礼
法
も
道
な
り
。
ま
た
非
常
の
変
に
処
す
る
も
道
な
り
。
権
は
こ

の
道
の
惣
名
な
る
故
に
云
々

現
代
語
に
置
き
換
え
に
く
い
言
葉
で
は
あ
る
が
、
「
大
虚
に
充
満
し
て
身
を
は

な
れ
ざ
る
も
の
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
生
命
そ
の
も
の
の
生
み
出
さ
れ
る
豊

か
さ
と
そ
れ
が
自
己
の
内
に
も
内
在
し
て
い
る
こ
と
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
表
現
で
は
な
い
か
と
思
う
。
人
が
生
き
て
い
く
う
え
で
離
れ
る
こ
と
の
な
い

も
の
と
し
て
道
が
あ
る
。
こ
の
道
の
「
惣
名
」
と
し
て
権
が
置
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
権
の
外
に
道
な
し
・
道
の
外
に
権
な
し
」
と
い
っ
た
道
と
権
と
を
不

可
分
の
も
の
と
す
る
表
現
だ
け
で
な
く
、
「
権
す
な
は
ち
道
、
道
す
な
は
ち
権
」

と
い
っ
た
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
可
能
な
言
葉
と
し
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
意
図
的
な
置
き
換
え
が
行
な
わ
れ
る
。
権
に
関
す
る
有
名
な

『
孟
子
』
の
章
を
見
て
い
き
た
い
。
艘
が
溺
れ
る
時
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と

に
関
す
る
章
で
、
離
婁
篇
の
上
に
あ
る
。
本
文
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
権
は

個
人
し
ゞ
ヘ
ル
の
「
臨
機
応
変
」
の
「
か
り
の
」
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

（
５
）

道
が
国
家
し
《
ヘ
ル
の
こ
と
を
救
う
「
正
道
」
、
或
い
は
「
仁
義
の
常
道
」
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
と
思
う
。
本
文
で
は
権
と
道
と
が
区
別
し
て

書
か
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
朱
子
の
理
解
も
、
こ
の
章

の
主
眼
は
個
人
に
お
い
て
は
礼
、
天
下
を
救
う
に
は
道
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に

あ
る
と
考
え
て
お
り
、
権
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
は
理
解
し
て
い

な
い
。

な
ん
に
よ
あ
た

し
か
し
藤
樹
は
強
引
に
自
説
と
の
調
和
を
求
め
て
い
く
。
「
此
章
男
女
授

と
て
づ
か
ら

へ
受
る
に
親
せ
ざ
る
は
礼
な
り
、
艘
溺
る
る
を
之
を
援
ふ
に
手
を
以
て
す
る

者
は
道
な
り
と
あ
ら
ば
、
云
々
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
「
権
は
道
の
惣
名
」
「
権

す
な
は
ち
道
」
と
述
べ
た
後
で
、
『
孟
子
』
本
文
の
「
権
」
の
語
を
「
道
」
の

語
に
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
藤
樹
の
今
の
引
用
の
最
初
の
語

「
此
章
」
と
は
『
孟
子
』
の
本
文
を
指
す
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
書
き
換

え
が
意
図
的
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
後
の
文
脈
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
自
説
の
権
の
特
異
で
あ
る
こ
と
を
藤
樹
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
し
、
そ
れ
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
、
道
と
一
致
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
漢
儒
の
い
う
「
経
に
反
し
て
道
に
合
ふ
」
と
は
異
な
っ
た
形
で
強
調
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
来
天
下
を
救
う
道
を
論
じ
た
は
ず
の

こ
の
章
は
、
藤
樹
に
よ
っ
て
権
が
道
を
も
包
承
込
む
概
念
と
し
て
解
釈
し
直
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
あ
ら
さ
だ
ま
る

「
法
あ
り
て
法
に
お
ち
ず
在
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
し
て
在
ざ
る
所
な
く
、
定

さ
だ
ま

と
こ
ろ
な
く
し
て
定
ら
ざ
る
処
な
ぎ
権
字
」
の
活
発
で
止
ま
る
こ
と
の
な
い
働

き
は
、
朱
子
学
に
よ
っ
て
抑
え
つ
け
ら
れ
た
権
の
字
の
持
つ
法
に
縛
ら
れ
な
い

も
っ
ぱ
ら

危
う
さ
を
、
解
き
放
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
「
儒
者
の
道
は
専
権
を
も
て

主
本
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
権
と
道
と
の
不
可
分
の
関
係
が
語
ら
れ
、
そ
れ

と
と
も
に
「
経
も
権
も
同
じ
く
道
の
惣
名
」
と
、
権
と
経
と
の
対
立
も
否
定
さ

れ
る
。
朱
子
に
よ
り
例
外
的
非
常
時
に
限
っ
て
、
し
か
も
「
大
賢
已
上
」
の
人

物
に
よ
っ
て
の
承
用
い
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
権
は
、
儒
の
道
を
志
す
全
て
の

人
が
学
ぶ
べ
き
対
象
と
な
っ
た
。
止
ま
る
こ
と
の
な
い
活
溌
々
地
の
権
は
、
道

と
も
関
係
付
け
ら
れ
、
例
外
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
学
者
全
て
に
開
か

れ
た
積
極
的
な
価
値
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
朱
子
に
よ
る
権
が
用
い
る
も
の
と
し
て
の
権
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
藤
樹
は
そ
れ
を
「
聖
人
の
妙
用
」
と
し
て
認
め
つ
つ
も
、

「
神
道
の
惣
名
」
た
る
権
に
論
の
重
点
を
移
し
か
え
て
持
論
を
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
権
を
実
際
の
礼
法
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る

（
Ｒ
Ｕ
）
（
”
Ｊ
）

「
行
為
の
仕
方
」
、
あ
る
い
は
「
実
践
論
」
と
し
て
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

藤
樹
は
礼
法
か
ら
実
際
的
に
自
由
に
な
る
こ
と
を
権
の
中
で
語
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
藤
樹
の
眼
が
礼
法
を
生
承
出
す
も
の
、
礼
法
を
成
立
さ

せ
て
い
る
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

た
と
え
自
由
な
行
動
で
あ
っ
た
と
し
て
も
行
為
さ
れ
た
瞬
間
、
そ
の
行
為
は
礼

と
し
て
定
式
化
さ
れ
、
我
々
の
前
に
通
と
し
て
残
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
権
の
道
と
は
、
礼
か
ら
自
由
で
あ
る
行
為
の
道
で
は
な
く
、
行
為
を
成
立

さ
せ
て
い
る
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
儒
家
の
道
と
し
て
認
識

藤
樹
は
脱
藩
以
前
の
若
い
と
き
に
『
林
氏
剃
髪
受
位
の
弁
』
『
安
昌
、
玄
同

（
。
○
）

を
試
す
る
の
論
』
を
著
わ
し
激
し
い
林
家
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
（
『
安
昌
、

玄
同
を
試
す
る
の
論
』
は
直
接
林
家
を
攻
撃
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
左
門
へ

の
反
論
の
文
脈
の
う
ち
に
林
家
攻
撃
の
意
図
を
読
承
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る

と
思
う
。
）
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
羅
山
を
「
記
性
頴
敏
に
し
て
博
物
洽

聞
」
と
し
「
徳
を
知
る
も
の
鮮
」
ぎ
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
時
の
、
藤
樹
の
批
判

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
の
上
に
立
っ
て
初
め
て
礼
法
が
常
に
通
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、

あ
る
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
の
承
有
用
で
あ
り
、
現
実
世
界
へ
の
対
応
は
礼
法

で
は
な
く
権
の
道
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
現
実
世
界
を
不

安
定
化
す
る
認
識
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
礼
法
に
従
う
こ
と
で
は
生

き
て
い
け
な
い
世
界
が
藤
樹
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

日
常
的
な
世
界
を
も
非
日
常
化
し
て
捉
え
る
認
識
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な

お
我
々
に
可
能
な
行
動
は
礼
法
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、
用
い
る
も
の
と
し
て
の

権
は
依
然
と
し
て
「
聖
人
の
妙
用
」
と
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
「
道
」
の
「
名
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
権
は
、
認
識
対
象
と
し
て

の
「
名
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
行
為
の
仕
方
」
と
い
う
具
体
的
な
も

の
と
直
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
礼
に
と
ら
わ
れ
ず
に
生
き
る
可
能
性

が
開
か
れ
る
こ
と
ｌ
そ
う
い
っ
た
認
識
が
生
ま
れ
る
こ
と
ｌ
と
、
実
際
に
そ

れ
が
行
為
さ
れ
る
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
藤
樹
の
主
眼
は

「
名
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
権
の
道
の
把
握
に
こ
そ
置
か
れ
て
お
り
、
権
の
問

題
は
言
説
の
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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の
視
点
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
口
耳
訓
話
の
学
に
し
て
徳
を
知
ら

ず
」
「
識
愈
多
く
し
て
心
愈
窒
が
る
」
等
の
言
葉
も
見
え
る
。
藤
樹
の
批
判

は
、
知
識
が
多
い
こ
と
を
誇
る
よ
う
な
羅
山
の
知
識
中
心
的
な
学
問
の
在
り
方

に
対
し
て
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
『
翁
問
答
』
に
お
い
て

（
９
〉

も
激
し
さ
の
度
合
い
に
微
妙
な
違
い
こ
そ
あ
れ
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
事
実

羅
山
に
は
ゑ
ず
か
ら
そ
の
博
覧
強
記
ぶ
り
を
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
誇
る
よ
う
な

傾
向
も
あ
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
羅
山
の
思
想
の
実
際
が

ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
は
藤
樹
が
羅
山
の
思
想
を

「
博
物
洽
聞
」
と
し
て
捉
え
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
学
問
の
在
り
方
と

は
異
な
る
学
問
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
。
知
識
に
対
し
て

対
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
「
徳
」
で
あ
り
「
心
」
を
大
切
に
す
る
学
問
で
あ

る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
以

上
の
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
「
徳
」
あ
る
い
は
「
心
」
の
語
で
表
わ
さ
れ

る
学
問
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
『
論
語
郷
党
啓
蒙
翼
傳
』
（
以
下
『
啓
蒙
翼

傳
』
と
略
記
）
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
心
迩
差
別

論
、
あ
る
い
は
時
処
位
論
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

藤
樹
は
『
年
譜
』
よ
れ
ば
、
『
論
語
』
を
読
み
進
む
う
ち
に
郷
党
篇
に
至
っ

て
感
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
『
論
語
』
二
十
篇
中
最
も
注
解

の
困
難
な
篇
に
数
え
ら
れ
る
郷
党
篇
に
至
っ
て
、
逆
に
感
得
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
郷
党
篇
に
至
っ
て
藤

樹
が
見
出
だ
し
た
も
の
、
そ
れ
は
「
聖
心
」
で
あ
る
。

郷
党
一
篇
夫
子
徳
光
の
影
迩
を
画
き
出
し
て
以
て
后
学
聖
心
を
求
め
得
る

所
以
の
筌
蹄
を
開
示
す
。
…
：
・
之
（
聖
心
ｌ
筆
者
補
）
を
方
策
に
布
く
こ

と
能
は
ず
。
故
に
唯
影
迩
を
描
画
し
て
以
て
聖
心
を
其
の
中
に
寓
す
。
学

者
宜
し
く
至
善
を
期
し
て
而
し
て
其
の
通
に
襲
ら
ず
聖
心
を
得
て
以
て
師

（
、
）

範
と
為
す
べ
し

こ
の
冒
頭
の
文
章
に
『
啓
蒙
翼
傳
』
を
著
わ
す
意
図
は
出
尽
く
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
良
い
。
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
「
影
迩
」
で
し
か
な

く
、
そ
れ
は
書
物
で
捉
え
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
で
は
ど
の
よ
う
に
し

て
我
々
は
「
影
迩
」
で
は
な
く
テ
キ
ス
ト
の
「
意
味
」
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
受
け
取
る
と
は
、
藤
樹
に
と
っ
て
は

「
聖
心
」
を
発
見
し
獲
得
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
「
筌
蹄
」
が
郷
党

篇
に
お
い
て
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
に
入
る
前
に
、
こ
の
節
で
は
二
点
の
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
一
点
は
心
迩
差
別
論
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

既
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
論
に
必
要
な
程
度
に
簡
略
に
ま
と
め
て
お
く
。

蓋
し
経
に
心
有
り
、
通
有
り
、
訓
詰
有
り
。
訓
詰
を
学
ん
で
其
の
通
を
講

明
す
る
は
、
初
学
未
だ
文
字
を
知
ら
ざ
る
者
の
務
む
る
所
な
り
。
己
に
文

義
を
暁
れ
ぱ
、
則
ち
専
ら
正
経
の
上
に
体
察
玩
索
し
て
、
須
く
心
々
融
会

（
皿
）

の
妙
を
求
む
く
し

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
訓
話
、
及
び
通
を
段
階
的
に
踏
ま
え
な
が
ら
心
に

到
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
「
あ
と
を
よ
く
わ
き
ま
へ
」
る
事
を
基
礎

（
皿
）

と
し
て
い
る
」
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
通
と
は
「
聖
賢
の
口
に
の
べ
た
ま
ふ

辞
と
、
身
に
お
こ
な
ひ
た
ま
ふ
事
と
の
二
つ
」
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
我
々
は

書
き
記
さ
れ
た
聖
人
の
言
行
１
通
ｌ
に
よ
っ
て
「
心
を
融
会
の
妙
」
を
求
め

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
心
々
融
会
の
妙
」
を
『
翁
問
答
』
に
即
し
て
理
解

｛
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す
る
な
ら
ば
、
四
書
五
経
の
「
心
を
よ
く
と
り
も
ち
ひ
て
、
わ
が
心
の
師
範
と

（
旧
）

な
」
す
こ
と
で
あ
り
、
「
聖
賢
の
心
す
な
は
ち
わ
が
心
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る

と
言
い
得
よ
う
。
こ
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
聖
人
の
心
と
一
般
の
学

者
の
心
と
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
翁
問
答
』
中
に

は
実
際
の
行
為
に
妥
当
性
を
与
え
る
も
の
と
し
て
の
時
処
位
論
が
自
在
に
説
か

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
扱
お
う
と
し
て
い
る
『
啓
蒙
翼
傳
』
に
お
け
る
時
処

位
論
は
、
実
際
の
学
者
の
行
為
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
テ
キ
ス
ト
解

釈
の
方
法
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

二
点
目
は
藤
樹
が
「
聖
経
は
悉
く
是
れ
無
言
の
教
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
に
関
し
て
で
あ
る
。
藤
樹
は
典
拠
と
し
て
『
論
語
』
陽
貨
篇
の
「
予
れ
言
う

こ
と
無
か
ら
ん
と
欲
す
…
…
」
の
章
を
挙
げ
説
明
を
加
え
て
い
る
。

愚
按
ず
る
に
無
言
と
は
無
声
無
臭
の
道
真
。
言
詮
に
渉
ら
ざ
る
の
意
。
僅

（
Ｍ
）

か
に
言
詮
に
渉
れ
ぱ
則
ち
聖
道
の
本
真
に
あ
ら
ず

言
語
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
「
無
声
無
臭
の
道
真
」
は
あ

る
。
こ
の
態
度
は
言
語
を
言
語
以
上
の
な
に
も
の
か
を
表
わ
す
手
段
と
し
て
考

え
て
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
問
題
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
言
語
に
関
わ
っ

て
の
も
の
で
あ
る
。

問
題
の
整
理
の
た
め
に
一
例
と
し
て
朱
注
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
章
は

「
言
」
に
対
し
て
何
を
示
す
の
か
が
そ
れ
ぞ
れ
の
儒
家
の
立
場
を
端
的
に
表
わ

し
て
お
り
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
朱
子
は
、

学
者
は
多
く
言
語
を
以
て
聖
人
を
観
て
、
其
の
天
理
流
行
の
実
、
言
ふ
を
待

た
ず
し
て
著
る
る
者
有
る
こ
と
を
察
せ
ず
。
是
を
以
て
徒
に
其
の
言
を
得
（
脂
）

て
其
の
言
ふ
所
以
を
得
ず
。
故
に
夫
子
此
れ
を
発
し
て
以
て
之
を
警
し
む

と
す
る
。
「
言
ふ
を
待
た
ず
し
て
著
る
る
者
」
と
は
、
言
語
で
表
わ
そ
う
が
表

わ
す
ま
い
が
確
実
に
在
る
べ
く
し
て
在
る
、
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。
言
を

待
た
ず
に
「
四
時
行
な
わ
れ
百
物
生
ず
」
る
が
如
く
、
「
聖
人
の
一
動
一
静
妙

道
精
義
の
発
に
非
ざ
る
こ
と
莫
し
。
亦
天
の
承
、
豈
に
言
ふ
を
待
ち
て
顕
れ
ん

や
」
と
、
天
の
運
行
と
同
様
に
聖
人
の
行
為
も
ま
た
言
語
で
表
わ
す
必
要
の
な

い
、
目
に
見
え
て
明
ら
か
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の

仕
方
は
言
語
が
何
を
表
現
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
と
交
わ
る
も
の
で
は
な

い
。
在
る
べ
く
し
て
在
る
も
の
の
真
実
性
は
、
有
言
無
言
を
問
わ
な
い
か
ら
で

あ
る
。朱

子
に
比
べ
れ
ば
藤
樹
の
関
心
が
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
の
限
界

性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
同

様
の
傾
向
を
表
わ
す
傍
証
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
例
も
引
い
て
お
く
、
藤
樹
は

思
想
の
鍵
と
な
る
主
要
な
概
念
を
、
そ
の
語
自
体
の
中
に
意
味
を
定
着
す
る
の

で
は
な
く
、
教
え
の
た
め
に
敢
え
て
名
付
け
ら
れ
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
不

完
全
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
「
元
来
名
は
な
け
れ
ど

も
、
衆
生
に
を
し
へ
し
め
さ
ん
た
め
に
、
む
か
し
の
聖
人
、
そ
の
光
景
を
か
た

（
妬
）

ど
り
て
孝
と
な
づ
け
給
ふ
」
「
大
虚
慶
廓
は
神
化
の
全
体
な
り
。
本
名
字
無

（
Ⅳ
）

し
。
聖
人
之
を
字
し
て
易
と
日
ふ
」
「
其
の
本
名
号
無
し
。
聖
人
強
ひ
て
之
に

字
し
て
大
上
天
尊
大
乙
神
と
号
し
て
、
人
を
し
て
其
の
生
養
の
本
を
知
っ
て
、

（
肥
）

敬
し
て
以
て
之
に
事
へ
し
む
」
等
で
あ
る
。
学
者
は
言
語
に
と
ら
わ
れ
て
い
て

は
な
ら
な
い
。
し
か
し
名
は
聖
人
が
敢
え
て
言
葉
に
託
し
て
明
か
し
た
教
え
で

も
あ
る
の
だ
。
言
語
に
依
り
な
が
ら
言
語
を
越
え
る
と
い
う
離
れ
業
が
学
者
に

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

藤
樹
の
こ
の
態
度
は
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
羅
山
の
博
学
に
対
す

六
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も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
博
学
に
ほ
こ
る
を
の
み
つ
と
め
」
と
す
る
「
口
耳

の
学
」
で
あ
り
、
「
聖
賢
四
書
五
経
の
心
を
師
と
し
て
我
心
を
た
堂
し
う
す

る
」
、
「
心
学
」
と
は
正
反
対
の
「
俗
学
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
四

書
五
経
に
心
・
迩
・
訓
詰
の
し
や
く
つ
あ
る
こ
と
を
よ
く
弁
」
え
る
こ
と
こ
そ

が
、
同
じ
書
物
を
読
む
場
合
に
も
そ
の
学
問
を
「
正
真
・
贋
」
に
分
け
る
重
要

な
分
岐
点
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
心
迩
差
別
論
を
も
と
に
し
た
、
「
口
耳
の

学
」
へ
の
批
判
が
成
立
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
言
語
文

字
」
を
越
え
る
と
い
う
思
想
的
課
題
は
ま
た
、
心
と
通
と
を
区
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
羅
山
の
学
問
を
越
え
る
と
い
う
課
題
と
も
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
の

だ
。
そ
れ
が
「
俗
儒
」
に
対
す
る
真
儒
の
学
問
、
即
ち
藤
樹
の
見
出
だ
し
た
儒

の
道
に
他
な
ら
な
い
。

と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
心
と
通
と
を
峻
別
し
、
言
語
の
中
に
言
語
で
覆
い
き

れ
る
以
上
の
意
味
を
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
藤
樹
と
、
文
字
に
拘
泥
し
博
学
を
誇

る
学
問
を
批
判
す
る
藤
樹
と
は
別
個
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

俗
儒
は

る
批
判
の
視
点
と
も
重
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
『
藤
樹
規
』
に
も

四
書
五
経
を
よ
む
と
い
へ
ど
も
、
訓
詰
を
記
調
し
て
口
耳
の
か
ざ
り
と
な

す
ば
か
り
に
て
、
心
は
も
と
の
木
椀
に
自
満
の
垢
の
し
ゑ
つ
き
た
る
も
の

（
四
）

な
れ
ば
、
益
は
な
く
て
、
却
て
あ
し
く
な
り
候
事
尤
に
て
候

原
窺
に
惟
承
る
に
、
今
の
入
学
を
為
す
者
は
惟
だ
記
謂
詞
章
の
承
。
是
を

以
て
吾
が
道
の
寄
る
所
言
語
文
字
の
間
を
越
え
ず
。
愚
嘗
て
之
を
憂
ふ
る

や
深
し

藤
樹
は
『
啓
蒙
翼
傳
』
に
お
い
て
聖
人
の
意
図
を
構
成
し
て
承
せ
る
。
書
い

て
あ
る
こ
と
を
読
む
の
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
意
図
を
読
む
の
だ
。
そ
の
読
承

方
に
よ
る
と
、
『
論
語
』
前
半
十
篇
は
一
貫
し
た
意
図
の
も
と
に
構
想
さ
れ
て

い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

上
論
時
習
に
始
ま
り
、
而
し
て
聖
の
時
に
終
ふ
る
は
、
以
て
学
者
の
始
、

当
に
聖
の
時
を
以
て
標
的
と
為
し
、
而
し
て
時
に
之
を
習
ふ
く
し
、
其
の

成
功
に
及
ん
で
や
、
聖
の
時
と
合
同
す
る
の
義
を
示
す

と
「
時
」
を
鍵
と
し
て
上
論
は
一
貫
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
文
章
は
藤
樹
に

よ
る
思
想
的
な
注
解
部
分
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
郷

党
篇
の
最
後
の
章
に
至
っ
て
、
学
者
は
つ
い
に
「
聖
の
時
と
合
同
す
る
」
と
さ

れ
る
。と

こ
ろ
が
「
色
の
ま
ま
に
斯
に
挙
り
、
翔
け
て
而
し
て
後
集
る
」
と
い
う
一

節
に
始
ま
る
こ
の
最
終
章
は
、
い
た
っ
て
難
解
で
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
が
「
要

す
る
に
よ
く
分
か
ら
な
い
、
謎
の
よ
う
な
章
で
あ
る
」
と
述
べ
、
朱
子
が
文
章

の
欠
落
を
予
想
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
藤
樹
の
解
釈
が
難
解
な
の
だ
。

普
通
「
雌
維
」
を
意
識
し
て
烏
に
関
係
付
け
て
理
解
さ
れ
る
こ
の
章
を
、
藤
樹

は
徹
底
的
に
比
愉
と
し
て
読
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
藤
樹
は
「
色
」

を
繋
辞
伝
の
「
幾
」
（
「
幾
は
動
の
微
、
吉
の
先
ず
見
は
る
る
者
な
り
」
）
の

こ
と
と
考
え
る
こ
と
で
、
上
の
句
を
「
事
の
き
ざ
し
を
見
て
機
敏
に
行
動
を
起

こ
し
、
一
日
も
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
な
い
」
在
り
方
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。
下

の
句
も
『
易
』
や
『
書
経
』
を
引
き
な
が
ら
他
の
語
の
意
味
に
置
き
換
え
ら

れ
、
「
以
て
明
徳
全
体
大
用
の
至
妙
を
明
」
に
す
る
も
の
と
い
う
意
味
が
与
え
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ら
れ
る
。
結
局
こ
の
節
は
「
雌
雄
」
で
は
な
く
「
君
子
」
に
よ
る
自
在
な
行
動

と
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
至
善
に
止
ま
る
有
様
が
形
容
さ
れ
た
節
と
し
て
読
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
当
然
「
雌
雄
」
は
実
際
に
存
在
す
る
烏
の
こ
と
で
は
な
く
『
書

経
』
に
い
う
「
華
驫
」
の
こ
と
、
つ
ま
り
服
の
縫
い
取
り
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
読
み
換
え
に
よ
っ
て
、
分
か
り
に
く
い
と
さ
れ
る

こ
の
章
は
、
『
論
語
』
十
篇
を
通
じ
て
一
貫
す
る
意
味
を
担
う
重
要
な
章
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
章
に
至
っ
て
学
者
は
、
「
時
な
る
銭

時
な
る
哉
」
と
い
う
「
聖
徳
」
を
「
賛
美
」
す
る
語
に
出
会
う
と
と
も
に
、

「
聖
の
時
と
合
同
」
し
「
聖
心
に
合
着
す
る
」
の
で
あ
る
。

ま
た
郷
党
篇
自
体
が
一
つ
の
篇
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
の

理
解
も
示
さ
れ
る
。

首
め
に
郷
党
宗
廟
朝
廷
に
在
っ
て
言
貌
の
同
じ
か
ら
ざ
る
を
記
し
、
而
し

て
時
中
の
凡
例
と
為
す
。
中
ご
ろ
威
儀
衣
服
飲
食
の
節
を
記
す
、
皆
是
れ

時
に
措
く
の
宜
し
き
な
り
。
終
に
は
時
な
る
哉
時
な
る
哉
の
一
句
を
以
て

之
を
結
ぶ

「
時
習
」
か
ら
「
時
哉
」
へ
と
一
貫
せ
ら
れ
た
と
同
様
、
郷
党
篇
中
も
「
時
」

を
軸
に
一
貫
し
た
教
え
が
存
在
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
章
ご
と
に
取
り
上

げ
る
事
跡
は
違
っ
て
い
て
も
、
「
時
」
に
適
う
と
い
う
点
で
は
全
て
が
共
通
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
藤
樹
は
各
章
ご
と
に
注
解

を
加
え
て
い
く
。
そ
れ
が
各
章
ご
と
に
付
さ
れ
た
「
時
を
挙
げ
て
以
て
処
と
位

を
包
ぬ
」
と
い
っ
た
注
解
で
あ
り
、
時
処
位
論
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
く
が
、
時
処
位
論
と
は
聖
人
の
言
行
が
全
て
時
処
位

に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
す
る
、
解
釈
の
方
法

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
時
処
位
論
は
自
ら
の
外
部
世
界
に
向
け
ら
れ
た
実
際

的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
内
的
な
営
承
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
解

釈
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
聖
心
」
を
見
出
だ
し
獲
得
す

る
た
め
に
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
時
処
位
と
い
う
枠
組
承
を
か
り
て
「
聖
心
」
が

示
さ
れ
て
い
る
、
と
「
解
釈
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
だ
。

天
・
地
・
人
の
三
境
が
あ
る
よ
う
に
、
時
も
ま
た
時
・
処
・
位
に
分
け
て
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
親
へ
の
孝
が
、
祖
先
や
大
虚
へ
の
孝
を
同
時
に

意
味
す
る
、
と
い
う
重
層
的
な
意
味
を
持
つ
構
図
と
同
様
に
、
藤
樹
の
発
想
の

仕
方
の
特
徴
的
な
面
が
顕
れ
た
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
や
処
や

位
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
適
中
し
た
行
動
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
ま
た
、
ひ
と
つ
の
も
の
が
違
っ
た
顕
れ
方
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
時
を
挙
げ
て
以
て
処
と
位
を
包
ぬ
」

と
い
っ
た
注
釈
を
付
け
る
こ
と
で
、
聖
人
が
ど
の
よ
う
に
状
況
を
把
握
し
た
の

か
を
明
か
し
つ
つ
、
そ
の
行
動
の
正
し
さ
を
根
底
で
支
え
る
「
聖
心
」
の
在
り

様
を
暗
示
す
る
の
だ
。
し
か
も
聖
人
の
行
動
は
「
擬
議
度
量
」
を
越
え
て
自
然

に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
時
処
位
を
考
量
し
て
行
動
を
選
択
す
る
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
聖
人
の
振
る
舞
い
は
自
由
關
達
で
あ
り
、

し
か
も
「
時
中
の
妙
」
を
得
た
も
の
で
あ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
『
論
語
』
は
藤
樹
の
言
説
の
う
ち
に
構
成
さ
れ
、
一
貫
し

た
意
味
を
担
う
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
論
語
』
十
篇
を
、
郷

党
篇
を
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
章
ご
と
に
編
纂
の
意
図
を
読
承
取
る
の
だ
。
書
か

れ
た
言
葉
を
越
え
、
通
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
通
を
吟
味
し
、
書
か
れ
た
意
図

を
見
出
だ
す
こ
と
を
通
じ
て
「
聖
心
」
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
『
論
語
』
と
い

う
書
物
を
書
か
れ
た
意
図
と
そ
の
構
成
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
堀

一
ハ
｛
ハ



か
ら
「
聖
心
」
に
迫
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
最
後
の
一
線
は
外
的
な
あ
る
い
は
客
観
的
理
学
的
な
方
向
で
越
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
意
図
を
読
承
取
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
す
で
に
唯

心
論
的
傾
向
は
顕
著
だ
か
ら
で
あ
る
。
学
者
は
聖
人
の
遣
し
た
「
無
言
の
端

的
」
を
「
黙
識
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
吾
が
心
」
に
「
体
認
」
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
だ
。
「
黙
識
体
認
」
し
て
初
め
て
、
「
本
立
ち
て
而
し
て
道
生
ず
」

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
秘
的
な
在
り
方
、
追
体
験
し
な
い
限
り
分
か
り

得
な
い
で
あ
ろ
う
よ
う
な
在
り
方
に
よ
っ
て
、
難
解
と
い
わ
れ
る
郷
党
篇
の
注

釈
は
、
一
貫
し
た
意
味
を
捉
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
藤
樹
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す

る
取
り
組
み
は
、
字
義
通
り
に
そ
れ
を
見
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
朱
子
学
的
あ

る
い
は
陽
明
学
的
な
意
味
に
そ
れ
を
封
じ
こ
め
る
の
で
も
な
い
方
向
で
な
さ
れ

て
い
る
。
藤
樹
の
そ
れ
は
「
聖
心
」
の
発
見
と
い
う
体
験
的
で
あ
り
唯
心
論
的

な
傾
向
の
強
い
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
逆
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
キ

ス
ト
の
読
み
か
え
を
可
能
な
も
の
と
し
て
い
る
。

藤
樹
は
個
々
人
が
体
認
す
る
し
か
な
い
意
味
世
界
を
『
論
語
』
の
中
に
見
て

取
り
、
そ
れ
を
時
処
位
論
と
い
う
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
「
解
釈
」
し
て
ゑ

せ
た
の
で
あ
る
。

藤
樹
の
眼
は
、
知
識
中
心
の
官
僚
的
優
秀
性
を
保
持
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
よ
う
な
学
問
に
対
塒
し
て
、
常
に
そ
の
知
識
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
も
の

へ
と
向
け
ら
れ
た
。
権
が
現
実
世
界
の
背
後
に
あ
っ
て
、
礼
を
成
り
立
た
せ
る

も
の
の
名
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
藤
樹
の
『
論
語
』
解
釈
も
ま
た
、
テ
キ
ス
ト

の
背
後
に
あ
る
「
聖
心
」
を
見
出
す
と
い
う
構
図
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
構
図
は
、
藤
樹
の
思
想
が
直
覚
的
に
物
事
を
把
握
す
る
唯
心
論
的
な
傾

向
を
持
つ
こ
と
と
、
不
可
分
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
権

も
聖
心
も
、
心
の
持
つ
霊
妙
な
は
た
ら
き
を
思
想
の
言
葉
と
し
て
分
節
し
、
語

り
だ
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
課
題
は
、
心

の
内
奥
へ
と
深
め
ら
れ
沈
潜
し
て
ゆ
く
、
体
認
す
る
し
か
な
い
世
界
に
迫
ろ
う

と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
藤
樹
に
よ
り
、
い
か
な
る
思
想
と
し
て
言
語

化
さ
れ
得
た
の
か
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
藤
樹
は
現
実
世
界
を
権
の
道
と
し

て
捉
え
る
認
識
に
到
達
し
、
ま
た
『
論
語
』
に
潜
む
意
味
を
解
釈
す
る
方
法
を

獲
得
し
た
。
こ
こ
に
私
は
、
藤
樹
の
心
学
の
思
想
的
な
成
果
を
認
め
た
い
と
思

』
ｈ
ノ
。

（
１
）
時
期
区
分
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
藤
樹
評
価
に
関

わ
っ
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
中
期
」
と
し
た
の
は
、
玉
懸
博
之
「
中
江
藤
樹
の
「
中
期
」
の
思

想
」
（
『
文
化
三
五
’
四
』
）
に
よ
っ
た
。
し
か
し
、
変
化
が
大
き
い
も

の
で
あ
っ
た
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
変
わ
ら
ぬ
藤
樹
思
想
の
核
心

を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
研
究
も
ま
た
存
在
す
る
。
何
に
着
目
す
る
か
に
よ

っ
て
時
期
区
分
の
有
用
性
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
尾
藤

正
英
は
「
藤
樹
の
思
想
の
発
展
変
化
を
無
視
し
、
一
括
し
て
こ
れ
を
論
」

（
『
日
本
封
建
思
想
史
研
究
』
）
じ
る
こ
と
を
「
妥
当
で
は
な
い
」
よ
う

に
述
べ
て
い
る
が
、
一
概
に
言
い
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
時
期

区
分
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
藤
樹
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
尾
藤
が
指
摘
し
て
い

る
も
の
以
外
に
、
下
程
勇
吉
「
中
江
藤
樹
の
哲
学
」
、
「
中
江
藤
樹
の
教

学
」
（
『
哲
学
研
究
』
三
八
四
号
、
三
九
二
号
）
を
あ
げ
て
お
く
。

補
注

六

七



（
２
）
『
朱
子
語
類
』
巻
三
七
可
与
共
学
章
よ
り
。
以
下
一
節
の
朱
子
か
ら
の

引
用
は
注
記
し
な
い
限
り
全
て
同
章
に
よ
る
。

（
３
）
ま
た
権
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
限
定
し
て
い
く
方
向
に
あ
る
も
の
と
し

て
二
二
条
の
以
下
の
よ
う
な
語
も
あ
る
。
「
権
は
是
れ
最
も
用
ひ
難
き
底

の
物
事
、
故
に
聖
人
も
亦
空
に
之
を
言
ふ
」

（
４
）
『
日
本
思
想
大
系
』
二
九
『
翁
問
答
』
下
巻
之
末
に
よ
る
。
以
下
二
節

の
『
翁
問
答
』
よ
り
の
引
用
は
全
て
大
系
一
三
六
頁
’
一
四
一
頁

（
５
）
権
と
道
に
つ
い
て
の
現
代
語
訳
は
金
谷
治
の
『
孟
子
』
下
（
朝
日
文

庫
）
及
び
小
林
勝
人
『
孟
子
』
下
（
岩
波
文
庫
）
を
参
照
し
た
。

（
６
）
前
掲
玉
懸
論
文
よ
り
。

（
７
）
佐
久
間
正
「
時
処
位
論
の
展
開
Ｉ
藤
樹
か
ら
蕃
山
へ
ｌ
」
（
『
日
本

思
想
史
研
究
』
九
）
よ
り
。
権
の
問
題
だ
け
で
な
く
時
処
位
論
に
つ
い
て

も
実
践
的
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
本

論
の
中
で
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
８
）
以
下
両
著
に
つ
い
て
は
大
系
か
ら
引
用
す
る
。

（
９
）
拙
論
「
八
唯
一
Ｖ
を
追
う
思
想
ｌ
中
江
藤
樹
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
日

（
皿
）
『
論
語
郷
党
啓
蒙
翼
傳
』
（
藤
樹
先
生
全
集
）
第
一
巻
四
○
五
頁

（
皿
）
書
簡
「
小
川
子
の
疑
問
に
答
ふ
」
全
一
ニ
ハ
九
頁

（
岨
）
荻
生
茂
博
「
近
世
中
期
に
お
け
る
朱
子
学
的
思
惟
の
自
潰
ｌ
中
江
藤

樹
の
「
心
迩
差
別
」
論
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
『
日
本
思
想
史
学
』
一
五

本
学
報
』
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
藤
樹
の
思
想
が
強
く
安
定
的
な
天
人
関
係
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
孝
の
思
想
を
中
心
に
考
察
し
て
い
る
の
で
本
稿
で

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
孝
の
思
想
《

は
そ
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
に
お
く
。
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『
翁
問
答
』
大
系
五
二
頁

『
啓
蒙
翼
傳
』
全
一
四
○
六
頁

『
論
語
集
注
』
よ
り

『
翁
問
答
』
大
系
二
四
頁

全
一
二
四
五
頁

『
大
上
天
尊
大
乙
神
経
序
』
全
一
二
一
八
頁

『
翁
問
答
』
大
系
五
三
頁

『
啓
蒙
翼
傳
』
全
一
四
九
二
頁
’
四
九
九
頁

『
論
語
』
上
（
朝
日
文
庫
）
よ
り

『
易
』
下
繋
辞
下
本
田
済
（
朝
日
文
庫
）

『
啓
蒙
翼
傳
』
全
一
四
○
六
頁

（
大
阪
大
学
大
学
院
院
生
）

六
八


