
は
じ
め
に

海
保
青
陵
は
江
戸
時
代
の
思
想
家
と
し
て
は
非
常
に
特
異
な
思
想
家
で
あ
る
。

儒
教
の
教
典
や
儒
教
上
の
聖
人
が
尊
ば
れ
た
時
代
に
、
青
陵
は
儒
者
で
あ
り
な
が

ら
、
し
か
も
藩
儒
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
な
が
ら
、
儒
教
臭
さ
、
あ
る
い
は
道
徳

臭
と
い
う
も
の
が
ま
っ
た
く
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
本
心
で
は
儒
教
の
教
え
な

ど
少
し
も
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う

例
は
江
戸
思
想
史
上
ほ
と
ん
ど
類
例
が
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
名
前
が
通
っ
た
思

想
家
で
、
本
多
利
明
や
平
賀
源
内
の
よ
う
に
儒
教
臭
は
し
な
い
例
も
あ
る
が
、
彼

ら
は
今
日
で
い
え
ば
、
自
然
科
学
の
畑
の
人
間
で
あ
っ
た
か
ら
不
思
議
は
な
い

（
源
内
は
同
時
に
戯
作
者
で
も
あ
る
が
）。
し
か
し
青
陵
は
藩
儒
と
し
て
儒
教
の

伝
道
を
担
う
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
儒
教
を
教
え
る
の
を
生
業
に
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
儒
教
の
教
え
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
儒
教
に
対
し
て
消
極
的
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

青
陵
と
い
う
思
想
家
を
思
想
史
上
極
め
て
特
異
な
思
想
家
と
見
な
す
に
た
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
青
陵
と
い
う
と
、
従
来
の
研
究
で
は
お
し
な
べ
て
重
商
主

義
の
思
想
家
と
解
釈
さ
れ
、
そ
う
し
た
特
異
性
に
着
目
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
特
異
性
を
も
つ
青
陵
の
思
想
の
実
像
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。

著

作

前
述
の
よ
う
に
、
青
陵
が
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
儒
教
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ

た
こ
と
を
ま
ず
著
作
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
そ
う
。

今
日
、
詩
文
や
短
い
雑
文
を
除
き
、
青
陵
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
知
ら
れ

海
保
青
陵
の
イ
デ
オ
ロ
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て
い
る
も
の
で
本
文
ま
で
分
か
っ
て
い
る
も
の
は
、

東
贐
、
陰
陽
談
、
海
保
儀
平
書
並
或
問
、
稽
古
談
、
綱
目
駁
談
、
御
衆
談
、
侍
豪

談
、
升
小
談
、
植
蒲
談
、
新
懇
談
、
枢
密
談
、
前
識
談
、
善
中
談
、
談
五
行
、
天

王
談
、
富
貴
談
、
文
法
披
雲
、
本
富
談
、
万
屋
談
、
諭
民
談
、
養
心
談
、
養
蘆

談
、

理
談
。

古
典
の
注
釈
は
、

洪
範
談
、
老
子
国
字
解
。

書
名
の
み
が
知
ら
れ
る
も
の
も
多
数
あ
る
が
（

）
、
そ
の
多
く
は

談

と

な
っ
て
お
り
、
確
実
に
注
釈
書
と
分
か
る
の
は

荘
子
解

だ
け
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
古
典
の
注
釈
書
に
着
目
し
た
い
。
ど
の
古
典
に
注
釈
を
施
し
て
い
る
か
で
ど

う
い
う
方
面
に
関
心
が
あ
る
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

著
作
で
扱
っ
て
い
る
古
典
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、

老
子

と

荘
子

と

書
経

の

洪
範

で
あ
る
（

）
。
ま
ず
一
見
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
注
釈
書
が

反
主
流
で
あ
っ
た
老
荘
思
想
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
で
、
日
本
で
は
老
荘
思
想
の
研

究
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
を
割
り
引
く
と
し
て
も
、
四
書
五
経
の
よ
う
な
儒
教
の
正

統
的
な
古
典
の
注
釈
書
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。

唯
一
の
例
外
は

書
経

の
一
部
の

洪
範

で
あ
る
が
、
青
陵
は

洪
範

を
水
が
天
地
を
循
環
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
表
し
た
書
物
と
見
て
お
り
、
つ
ま
り
い

わ
ば
自
然
科
学
的
な
著
作
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
（
そ
れ
を
財
の
循
環
と
ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
と
ら
え
る
の
が
青
陵
独
自
の
解
釈
だ
が
）、
儒
教
の
教
説
と
は
全
然

関
係
が
な
い
。
従
っ
て
、
青
陵
に
は
分
か
っ
て
い
る
限
り
、
儒
教
の
教
説
を
説
い

た
古
典
の
注
釈
書
は
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
近
年
、
韓
非
子
と
青
陵

の
関
係
を
説
く
論
文
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
青
陵
が
儒
教
の
教
説

か
ら
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
事
実
を
ほ
か
の
代
表
的
な
儒
者
と
比
較
し
て
み
る
と
違
い
は
一
目
瞭
然
で

あ
る
。
例
え
ば
、
儒
官
と
し
て
は
荻
生
徂
徠
の
場
合
、
主
君
の
命
に
よ
っ
て
注

解
・
翻
訳
し
た

六
諭
衍
義

、

民
律
国
字
解

な
ど
を
除
い
て
も
、

論
語

徴

、

大
学
解

、

中
庸
解

な
ど
儒
教
の
正
統
的
な
教
典
に
注
釈
を
施
し
て
い

る
し
、
民
間
の
儒
者
で
最
も
名
高
い
伊
藤
仁
斉
は
、
孔
子
、
孟
子
を
敬
愛
し
て
止

ま
ず
、

論
語
古
義

孟
子
古
義

な
ど
儒
教
の
最
も
正
統
的
な
教
典
に
注
釈
を

施
し
て
い
る
。

し
か
し
青
陵
の
場
合
、
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
こ
う
し
た
注
釈
が
ま
っ
た
く
な

い
。
こ
う
し
た
注
釈
は
講
義
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
仁
斉
な
ど
は
そ
の
典

型
で
あ
る
が
、
青
陵
に
儒
教
の
教
典
の
注
釈
が
な
い
こ
と
は
、
講
義
で
も
論
語
や

孟
子
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
実
際
、
青

陵
が
各
地
を
訪
れ
行
っ
た
講
義
で
、
老
子
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
著
作
に
記
さ

れ
、
今
日

老
子
国
字
解

と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
論
語
や
孟
子
を

講
義
し
た
と
い
う
話
は
著
作
に
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
青
陵
は
藩
の
禄
を
離

れ
、
題
材
を
自
由
に
選
べ
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
、
儒
教
の
教
典
の
内
容
に
共
感

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
作
の
中
で
孔
子
や

孟
子
に
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
言
及
の
仕
方
が
、



孔
子
や
孟
子
の
言
説
を
信
奉
し
て
引
用
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
自
分
の
思
想
を

述
べ
る
際
に
都
合
よ
く
解
釈
で
き
る
場
合
に
、
自
説
の
補
強
の
た
め
孔
子
な
ど
の

権
威
を
利
用
す
る
形
で
引
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の

観
点
か
ら
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
詳
細
に
見
て
い
こ
う
。

孔
子
・
孟
子
の
評
価

青
陵
の
思
想
の
著
し
い
特
徴
の
一
つ
を
、
儒
者
が
神
聖
視
し
て
き
た
孔
子
・
孟

子
と
い
っ
た
聖
人
の
扱
い
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
主
著
の

稽
古
談

に
集
約
的
に
現
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
中
心
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

青
陵
の
批
判
は
次
の

点
に
あ
る
。
ま
ず
孔
子
・
孟
子
の
教
説
に
対
す
る
評

価
。
つ
い
で
そ
れ
を
信
奉
す
る
儒
者
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

最
初
に
孔
子
・
孟
子
の
評
価
に
つ
い
て
だ
が
、
ま
ず
孔
子
・
孟
子
の
教
説
の
核

心
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
青
陵
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
棄
利
愛
民
で
あ

る
（

）
。
孔
子
の
教
説
が
、
利
を
疎
ん
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
棄
利
で
あ
り
、
孟
子
の

教
説
が
民
を
愛
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
愛
民
で
あ
る
。

で
は
ど
う
し
て
孔
子
・
孟
子
は
そ
う
し
た
教
説
を
展
開
し
た
の
か
。
孔
子
の
場

合
、
当
時
、
父
親
を
弑
し
兄
弟
で
争
闘
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
て
、
そ

う
い
う
こ
と
は
利
を
貪
る
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
る
か
ら
、
そ
れ
を
矯
正
す
る
た
め
に

言
っ
た
の
だ
と
い
う

（

）
。

他
方
、
孟
子
が
愛
民
を
説
い
た
の
は
、
天
下
を
取
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
で

あ
っ
て
、
民
を
愛
し
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
り
目
立
つ
こ
と
が
そ
の
趣
旨
で
あ
る
。

な
ん
で
も
か
ま
ひ
な
く

民
に
も
の
を
や
っ
て
、
天
下
の
民
を
自
分
の
方
へ

ひ
つ
た
く
り
て
さ
へ
し
ま
へ
ば
、
か
ま
わ
ぬ

と
い
う
戦
略
を
説
い
た
と
い
う

の
だ
（

）
。
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
観
点
か
ら
見
て
非
常
に
重
大
な
論
点
を
孕
ん

で
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

青
陵
の
理
解
で
は
、
孔
孟
の
時
代
は
戦
乱
の
時
代
で
あ
る
。
孔
子
は
春
秋
の
時

代
で
、
周
に
天
子
が
い
た
が
、
国
土
は
み
な
諸
侯
が
横
領
し
て
い
て
、
互
い
に
抗

争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
。
孟
子
の
時
代
に
は
周
王
朝
は
も
う
風
前
の
灯
火
で
、
諸

侯
は
み
な
王
号
を
僭
称
し
て
、
互
い
に
天
下
を
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
孔
孟

の
立
論
は
そ
う
し
た
戦
乱
の
時
代
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
今
日
は
昇
平
二
百
余
年
。
治
世
の
世
の
中
で
あ
る
。
武
具
も
た
だ
用
心
の
た
め

に
置
い
て
お
く
と
い
う
に
過
ぎ
な
い

（

）
。
治
世
の
世
の
中
に
、
戦
乱
に
対
処
す
る
た

め
の
議
論
を
も
っ
て
き
て
は
合
う
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て

論
語

の
、

武
士
が
国
に
道
あ
る
時
は
智
者
で
、
国
に
道
な
い
時

は
愚
か
で
あ
っ
た
、
と
い
う
文
言
（
公
冶
長
第
五
）
を
引
き
、
時
代
・
状
況
に
合

わ
せ
て
対
応
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
孔
孟
の
頃
は
無
道
の
乱
世
で
あ
っ

た
が
、
現
在
は
有
道
の
治
世
で
あ
る
か
ら
、
今
の
世
に
孔
子
・
孟
子
の
言
葉
を
一

辺
倒
に
信
じ
る
の
は
、

武
士
に
し
て
み
れ
ば
、
国
に
道
な
き
時
に
も
愚
か
で
、

国
に
道
あ
る
時
も
愚
か
で
あ
る
の
と
同
じ
で
、
後
世
の
儒
者
を

武
士
に
見
せ
た

ら
、
さ
ぞ
笑
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
（

）
。

論
語

の
該
当
箇
所
の
全
文
は
、

武
士
が
国
に
道
あ
る
時
は
智
者
で
、

国
に
道
な
い
時
は
愚
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
智
者
ぶ
り
は
ま
ね
が
で
き
る
が
、
そ
の

愚
か
ぶ
り
は
ま
ね
が
で
き
な
い

と
い
う
も
の
で
、
人
物
評
を
集
め
た
と
こ
ろ
に

海保青陵のイデオロギー論



載
っ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
、
ま
さ
に

そ
の
愚
か
ぶ
り
は
ま
ね
が

で
き
な
い

と
い
う
点
に
あ
る
。
青
陵
は
前
述
の
よ
う
に
孔
子
学
説
の
核
心
を
棄

利
に
見
て
い
る
の
で
、
こ
こ
の

論
語

の
引
用
は
、
牽
強
付
会
的
に
自
説
に
引

き
つ
け
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
青
陵
が

論
語

に
言
及
す
る
際
の
典
型

的
な
態
度
で
、
た
ま
た
ま

論
語

の
中
に
、

論
語

の
趣
旨
と
は
は
ず
れ
て

も
、
自
説
に
引
き
つ
け
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
を
見
つ
け
れ
ば
言
及
す
る

か
、
あ
る
い
は

論
語

に
記
載
さ
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
面
白
い
の
で
引
く

か
（
や
は
り
趣
旨
と
は
関
係
な
く
）、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば

天
王
談

で
、
自
己
の
心
を
二
つ
に
分
け
、
支
配
し
制
御
す
る
部

分
を

大
願
の
心

、

心
の
君

と
呼
び
、
支
配
さ
れ
制
御
さ
れ
る
欲
望
を
司
る

部
分
を

欲
心

、

心
の
臣

と
呼
ん
だ
後
、
こ
の
心
を
二
つ
の
分
け
る
と
い
う

自
説
を
補
強
す
る
た
め
に
孔
孟
を
引
用
す
る
。

論
語

顔
淵
篇
の

克
己

が

自
己
に
打
ち
克
つ
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
り
、

孟
子

公
孫
丑

上
篇
の

志
は
気
の
帥
な
り
。
気
は
体
の
充
な
り
。

が
、
統
率
す
る
心
で
あ
る

志

と
、
統
率
さ
れ
る

士
卒
の
心

を
意
味
し
て
い
る
と
主
張
し
た
り
す
る

の
が
典
型
で
あ
る
（

）
。

結
局
、
青
陵
は
孔
子
や
孟
子
の
核
心
的
な
主
張
に
は
ま
っ
た
く
共
感
し
て
い
な

い
と
い
っ
て
よ
い
。
青
陵
は
孔
・
孟
の
議
論
は
治
世
の
世
の
中
た
る
当
時
に
は
役

に
立
た
な
い
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
青
陵
の
儒
教
経
典
の
最
た
る

孔
孟
に
対
す
る
基
本
的
態
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
時
代
に
合
わ
な
い
孔
孟
の
議
論
を

低
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
儒
者
と
し
て
は
き
わ
め
て
異
例
の
こ
と

だ
ろ
う
。

古
典
の
注
釈
書
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
青
陵
は
従
来

の
儒
者
た
ち
と
完
全
に
断
絶
す
る
。
儒
者
た
ち
は
大
抵
、
孔
子
・
孟
子
を
崇
拝
す

る
こ
と
が
一
般
的
で
、
孟
子
を
重
要
視
し
な
い
荻
生
徂
徠
で
も
堯
・
舜
・
禹
・
文

王
・
武
王
・
周
公
は
絶
対
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
礼
楽
政
教
の
作
者
で
あ
り

聖
人
な
の
で
あ
る

（

）
。
し
か
し
青
陵
の
著
作
を
読
ん
で
気
づ
く
こ
と
は
、
多
く
の
儒

者
が
神
聖
視
し
て
き
た
孔
・
孟
や
こ
れ
ら
聖
人
を
通
常
に
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味

で
崇
拝
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。

青
陵
は
一
応
、

堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
の
仕
方

で
治
世
を
治

め
れ
ば
治
ま
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
青
陵
に
よ
れ
ば
後
の
儒
者
の
堯
・
舜

以
下
の
話
は
実
話
で
は
な
い
。
孟
子
の
堯
・
舜
以
下
の
話
は
、

も
は
や
孟
子
の

己
の
が
勝
手
の
よ
き
方
へ
引
入
て
こ
し
ら
へ
た

も
の
だ
か
ら
、
違
う
の
だ
。
孔

子
は
た
だ
君
主
を
弑
し
、
父
を
弑
す
る
逆
謀
を
絶
つ
た
め
に
利
を
否
定
し
た
の
で

あ
っ
た
が
、
孟
子
に
到
っ
て
は
、
時
を
救
お
う
と
い
う
意
が
甚
だ
急
で
あ
る
た

め
、

針
ほ
ど
の
こ
と
を
棒
ほ
ど
に

言
う
気
味
が
あ
り
、
愛
民
を
唱
え
た
。
書

経
と
春
秋
内
外
伝
と
周
礼
に
よ
っ
て
孔
孟
以
前
の
政
策
を
知
る
べ
き
で
、
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
治
世
の
政
治
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（

）
。
こ
れ
は
結
局
、
儒
者
が
普

通
に
理
解
し
て
い
る
堯
・
舜
以
下
の
聖
人
を
否
定
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
い
。
青
陵
は
、
伝
統
的
儒
教
徳
目
で
あ
る
仁
・
義
・
礼
・
智
・

信
を
通
常
の
意
味
で
説
く
こ
と
が
ま
っ
た
く
な
い
。
拙
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
互
い
に
相
手
の
富
を
吸
い
取
る
こ
と
を
競
争
し
て
い
る
現
行
社
会
で
は
、

篤
行
君
子
・
仁
恕
正
理

の
聖
人
の
よ
う
な
政
策
を
と
れ
ば
、
国
を

貧
乏
飢

寒

に
陥
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（

）
。



ま
た
青
陵
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
武
士
に
と
っ
て
忠
孝
仁
義
は
も
つ
べ
き
徳
目
か

も
し
れ
な
い
が
、
農
工
商
は
労
働
が
持
ち
前
で
あ
り
、
出
精
す
る
こ
と
が
第
一
な

の
で
あ
る
。
農
工
商
の
忠
義
仁
義
を
誉
め
る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
し
ば
し
ば
そ

う
い
う
言
説
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
お
門
違
い
で
あ
る
。
農
工
商
が
忠
義
仁
義
に

励
め
ば
、
国
が
貧
困
に
な
る
始
ま
り
で
あ
る

（

）
。

上

は
人
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生

業
に
出
精
し
て
い
る
こ
と
を
喜
ぶ
べ
き
で
あ
っ
て
、
儒
教
的
徳
目
に
精
進
し
て
い

る
こ
と
で
は
な
い
。
忠
孝
仁
義
を
下
民
に
求
め
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

青
陵
は
仁
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
そ
の
使
い
方
は
独

特
で
あ
る
。
世
間
一
般
に
お
い
て
仁
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上

で
、
通
常
の
理
解
で
は
仁
と
は
無
縁
な
は
ず
の
自
己
の
主
張
が
む
し
ろ
仁
と
呼
べ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
拙
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
青
陵
は
人
民
を

責
め
て
働
か
す
は
仁
政

だ
と

言
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
青
陵
は
国
富
の
源
泉
と
し
て
労
働
を
措
定
し
て
い
た
の

で
（

）
、
人
民
が
労
働
を
せ
ず
富
が
不
足
す
る
と
、

他
国
の
金
が
入
ら
ぬ

、
つ
ま
り

交
易
が
赤
字
に
な
る
。
す
る
と

上

は

財
用

が
不
足
す
る
の
で
、

下

よ
り

削
る

ほ
か
仕
方
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
（

）
。
そ
れ
は
孟
子
的
な
愛
民

の
王
道
政
治
で
は
な
く
、
国
富
を
豊
か
に
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
国
民
を

責

め
る

の
が
む
し
ろ
仁
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
儒
者
と
し
て

は
極
め
て
異
例
で
あ
る
。

そ
し
て
青
陵
に
と
っ
て

兎
角
土
地
よ
り
沢
山
に
物
の
出
る
を
よ
し
と
す

と

い
う
よ
う
に
が
富
国
策
が
第
一
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

下
で
徳
を
と
ろ
ふ
と

も
、
上
で
徳
を
取
ふ
と
も
、
そ
れ
に
は
か
ま
わ
ず
に
、
土
地
よ
り
物
の
沢
山
に
出

る
方
、
富
国
の
計
策
也
と
思
べ
し

と
い
う
（

）
。
つ
ま
り
徳
よ
り
富
国
の
方
が
重
要

な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
儒
者
は
ほ
と
ん
ど
類
例
が
な
い
。
だ
か

ら

民
を
く
る
し
め
ま
い
と
す
る
こ
と
、
あ
し
き
こ
と

で
あ
っ
て

民
少
し
く

る
し
め
て
も

、
詰
ま
る
と
こ
ろ

民
が
安
楽
な
る

が
よ
い
こ
と
な
の
だ
。
苦

し
め
る
時
期
が
多
少
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
幾
久
し
く

民
を
楽
に
す
れ
ば

、
こ

れ
は
民
を
虐
げ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
（

）
。
だ
か
ら
民
を
誉
め
る
の
は
、
多
く

の
場
合
、

民
の
め
い
わ
く
に
な
る
法

だ
。
灸
は
す
え
る
こ
と
を
子
供
に
相
談

し
た
ら
、
皆
が
嫌
と
言
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
灸
を
す
え
な
い
人
を
人
は
仁
人
と
誉

め
る
の
だ

（

）
。

と
こ
ろ
で
富
国
の
た
め
に
は
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
う
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。

上
で
取
り
す
ぎ
れ
ば
下
で
く
る
し
む
こ
と
で
、
取
り
す
ぎ
ね
ば
上
で
苦
し

む
。
上
下
と
も
に
く
る
し
む
こ
と
の
な
き
が
天
の
理
也

で
あ
る
が
、
上
も
下
も

自
分
に
勝
手
の
よ
い
こ
と
ば
か
り
す
る
。
そ
れ
で
は

上
の
勝
手
に
ば
か
り
よ
き

こ
と
は
天
理
に
ち
が
ふ
て
を
る
ゆ
へ
、
つ
ま
る
処
は
や
は
り
上
の
勝
手
に
あ
し
き

こ
と
に
な
る
理
也
。
下
の
勝
手
に
よ
き
こ
と
も
天
理
に
ち
が
ふ
て
お
る
ゆ
へ
に
、

や
は
り
下
の
勝
手
に
あ
し
き
こ
と
に
な
る
理
也

と
な
る
（

）
。
つ
ま
り
上
下
の
階
級

が
自
己
利
益
ば
か
り
追
求
す
れ
ば
、
天
の
理
に
反
し
て
い
る
た
め
結
局
う
ま
く
い

か
な
い
。
も
し
利
益
を
得
た
い
の
で
あ
る
な
ら
、
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
つ
ま
り

天
の
理
あ
る
い
は
算
用
に
か
な
う
よ
う
に
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
今
、
儒
者
の
言
う
民
を
愛
す
る
と
い
う
の
は
、
人
民
の
勝
手
の
よ
い

こ
と
ば
か
り
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

小
仁

で
あ
る
。
そ

こ
で

下
は
智
の
な
き
愚
な
る
人
々
也
。
下
の
勝
手
を
さ
ゝ
ぬ
が
仁
也
。
上
の
勝

海保青陵のイデオロギー論



手
を
せ
ぬ
が
仁
也
。
ま
ん
な
か
を
ゆ
く
が
天
理
也

と
述
べ
、
上
下
の
階
級
と
も

勝
手
な
振
る
舞
い
を
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
の
が
仁
だ
と
い
う
の
で
あ
る

（

）
。
あ
る

い
は
、
人
民
に
財
を
貸
し
て
出
精
さ
せ
利
息
を
と
る
こ
と
は
、
民
を
苦
し
め
る
と

い
う
が
、
こ
れ
は
小
仁
で
、
利
息
は
取
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
天
地
の
理

だ
。
天
地
の
理
と
い
う
も
の
は
、

ち
よ
い
と
見
れ
ば
、
ど
ふ
か
不
仁
の
よ
う
な

る
こ
と
も
あ
り
、
不
義
の
よ
ふ
な
る
こ
と
も

あ
る
が
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
は

仁

義
に
合
ふ

の
で
あ
り
、

大
目
の
き
く
人
で
な
け
れ
ば
、
政
事
は
相
談
で
き

ぬ

と
い
う
（

）
。
こ
れ
も
通
常
の
仁
の
理
解
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
今
挙
げ
た
例

に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
当
事
者
の
気
に
入
ら
な
い
こ
と
で
も
富
国
に
導

く
政
策
が
仁
政
だ
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
富
国
策
が
青
陵
の
基
本
的
主
題
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
も
の
を
仁
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
ら
の
主

張
を
正
当
化
す
る
た
め
に
儒
教
概
念
を
換
骨
奪
胎
し
て
利
用
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に

大
目
の
き
く
人
で
な
け
れ
ば
、
政
事
は
相
談
で
き

ぬ

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
先
々
の
結
果
を
見
抜
い
て
行
動
で
き
る
思
慮
が
な

け
れ
ば
、
政
治
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

儒
者
は
民
を
愛
せ
よ
と
言
う
が
、
民
を
愛
す
る
と
い
っ
て
年
貢
を
少
な
く
す
れ

ば
（

）
、
そ
れ
は
小
仁
で
あ
っ
て
、
大
仁
の
害
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
民
は
働
く
こ
と
が

よ
い
こ
と
で
あ
る
の
に
、

ゆ
る
や
か
に
取
り
て
や
れ
ば

そ
れ
だ
け
民
は

た

く
わ

え
て
、

算
用
に
あ
ふ

が
、

民
は
不
智
な
る
も
の
ゆ
へ
に
、
す
く
な
ふ

と
り
て
や
れ
ば
、
そ
の
余
慶
だ
け
は
む
だ
に
あ
そ
び
て
し
ま
ふ

か
ら
で
あ
る
（

）
。

こ
こ
に
は
人
民
は
怠
惰
で
愚
民
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
資

本
蓄
積
が
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
愚
民
観
と
共
通
し
て
い
る
。

国
人

は

下
民

匹
夫

で
あ
り
、

愚
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
仁
義
の

け
つ
こ
う
な
る

事

を
言
い
聞
か
せ
て
も

呑
込
む

者
は
千
人
に
一
人
も
な
い
。
す
る
と
一
人

に
仁
義
を
教
え
込
む
の
に
儒
者
が
四
、
五
人
も
必
要
に
な
り
、
と
な
れ
ば
十
人
か

二
十
人
ほ
ど
の
小
さ
な
村
で
も
、
全
員
に
仁
義
を
教
え
る
の
に
儒
者
が
二
百
人
も

必
要
と
な
る
。
こ
れ
は

大
た
わ
け

の

教
化

だ
。
こ
の
よ
う
に
孔
子
の
語

は
民
に
の
み
こ
ま
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
孔
子
の

思
召

は
、
民

に
善
を
好
ま
せ
悪
を
憎
ま
せ
る
の
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
悪
を
す
れ

ば
刑
せ
ら
れ
、
刑
せ
ら
れ
る
の
が
嫌
だ
か
ら
悪
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
、
ま
た
善

な
ど
し
た
く
は
な
い
が
、
善
を
す
れ
ば
賞
を
も
ら
え
る
の
で
、
賞
が
ほ
し
い
か
ら

善
を
す
る
よ
う
に
、
民
を
導
く
こ
と
だ
と
い
う

（

）
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を

論
語

の
ど
こ
を
見
て
も
、
孔
子
は
言
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
信
賞
必
罰
主
義
は
孔
子
と
は
無
縁
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
一
応
、

孔
子
の

思
召

と
は
言
っ
て
い
る
が
、
孔
子
で
は
な
く
青
陵
自
身
の
考
え
で
あ

ろ
う
。
青
陵
が
孔
子
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
す
時
は
、
単
に
名
を
借
り
て
い
る
だ

け
で
、
実
は
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

も
っ
と
も
青
陵
に
言
わ
せ
れ
ば
、
心
の
操
り
と
い
う
も
の
、
つ
ま
り
人
間
本
性

の
本
質
と
そ
の
操
作
も
、
み
な

古
聖
賢

の
言
っ
た
こ
と
で
、
青
陵
が
創
始
し

た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
人
は
丁
寧
に
読
ま
ず
ざ
っ
と
読
ん
で
味
あ
わ
な
い
か

ら
、
分
か
ら
な
い
の
だ
と
言
う
が

（

）
。
し
か
し
青
陵
の
読
み
は
、
右
の
孔
子
の
例
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
青
陵
流
に
完
全
に
読
み
替
え
た
も
の
で
、
元
々
の
原
文
の
記

述
と
は
大
い
に
か
け
離
れ
て
い
る
。



し
か
し
な
が
ら
青
陵
は
人
民
を
、
完
全
な
愚
民
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
人
民
は

不
智

で
あ
る
か
ら
、
手
元
に
金
が
あ
れ
ば
使
っ
て
し
ま
う
が
、

中
に
は
最
初
か
ら
慎
む
人
や
次
年
度
か
ら
は
心
変
わ
り
し
て

か
せ
ぐ
心

に
な

る
人
も
い
る
。
あ
る
い
は
罪
人
を
刑
す
る
こ
と
に
よ
り

民
の
行
儀

が
直
る
こ

と
も
あ
る

（

）
。

と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
愚
民
観
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

中
国
哲
学
で
陽
に
属
す
る
も
の
は
、
皆
上
の
方
へ
の
ぼ
り
、
陰
に
属
す
る
も
の

は
、
皆
下
の
方
へ
さ
が
る
と
い
う
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
人
も
段
々
上
の
方
へ
上

が
っ
て
奢
侈
に
な
り
た
が
る
も
の
で
、
手
足
は
段
々
下
の
方
へ
下
が
っ
て
懶
惰
に

な
り
た
が
る
も
の
だ
。
民
な
ど
も
少
し
捨
て
て
お
く
と
、
心
は
奢
侈
に
な
り
、
手

足
は
懶
惰
に
な
る
こ
と
は
、
古
よ
り
の
真
理
で
あ
る
。
民
を
愛
す
る
は
小
児
を
愛

す
る
と
同
じ
こ
と
。
あ
ま
や
か
す
こ
と
甚
だ
毒
と
な
る

（

）
。
周
礼
が
す
ぐ
れ
て
い
る

の
は

民
の
情
之
愚
情

に
か
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

）
、
と
す
る
。

さ
て
仁
の
概
念
も
独
特
な
ら
、
聖
人
の
概
念
も
独
特
で
あ
っ
た
。
青
陵
の
い
う

聖
人
の
御
代
と
は
、
通
常
の
理
解
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
韓
非
子
的
な
世
界
な

の
で
あ
る
。
聖
人
の
御
代
に
は
下
々
ま
で
路
に
棄
て
て
あ
る
も
の
を
拾
う
こ
と
な

く
、

刑
を
措
て
用
ひ
ず

と
い
う
。
青
陵
は
、
聖
人
は
売
り
買
い
算
用
を
は
っ

き
り
定
め
た
、
そ
れ
は

形
名
参
同

の
こ
と
で
あ
り
、
形
名
参
同
こ
そ
が
天
理

だ
と
解
釈
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
朝
か
ら
晩
ま
で
ふ
ら
り
と
遊
ん
で
ば
か
り
い
る
人

が
路
上
の
も
の
を
拾
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
労
働
と
対
価
の
釣
り
合
い
が
と
れ
て

い
な
く
て
、
形
名
参
同
の
原
理
に
反
す
る
が
、
そ
う
い
う
行
為
が
な
い
と
す
れ

ば
、
形
名
参
同
が
社
会
に
確
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
刑
を
用
い
な
い
の

は
、
犯
罪
者
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
犯
罪
者
が
い
な
い
か
と
い
え

ば
、
重
罰
主
義
の
結
果
、
犯
罪
が
抑
制
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
韓
非
子
は

罪
よ
り
も
罰
を
重
く
す
る
の
が

仁
政

だ
と
言
っ
た
の
だ
（

）
。
犯
罪
を
抑
制
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
民
を
殺
さ
ず
に
す
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
売
り

買
い
算
用
が
社
会
に
確
立
す
れ
ば
、
天
下
は
静
謐
に
な
り
、
聖
人
の
御
代
と
な

る
。
つ
ま
り
韓
非
子
的
世
界
と
な
る
の
だ
。

だ
か
ら
青
陵
は
酷
吏
を
推
奨
す
る
。

酷
吏
は
真
の
役
人
也

と
。
儒
者
は
酷

吏
が
嫌
い
だ
が
、
青
陵
は
徂
徠
が

政
談

で
酷
吏
の
中
山
勘
解
由
を
誉
め
て
い

る
こ
と
を
引
い
て
、
酷
吏
は
法
律
を
曲
げ
ず
に
実
行
す
る
人
間
で
、
愛
民
と
言
っ

て
罪
を
許
し
て
い
て
は
、
秩
序
が
成
り
立
た
な
く
な
る
と
い
う
。

得
ま
じ
き
も

の
を
ば
決
し
て
得
さ
せ
ず
、
免
れ
ま
じ
き
罪
を
ば
、
決
し
て
免
れ
さ
せ
ぬ
が
善
人

也

。
得
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
得
さ
せ
、
免
れ
て
は
い
け
な
い
罪
を
許
さ
な

い
酷
吏
こ
そ
が
善
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
通
常
の
理
解
で
は
、

善
政
・
善
人
・
仁

君
・
賢
大
夫
と
は
ひ
ど
き
こ
と
也
（

）

と
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
儒
者
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
青
陵
の
議
論
の
著
し
い
特

徴
の
一
つ
は
、
儒
者
の
政
治
実
務
能
力
を
ま
っ
た
く
認
め
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
武
士
の
学
問
と
い
う
と
ま
ず
儒
学
経
典
を
学
習
す
る
の
が
な
ら
い
で

あ
り
、
綱
吉
の
よ
う
に
学
問
好
き
の
将
軍
ま
で
出
た
の
で
あ
る
が
、
青
陵
は
自
分

自
身
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
、
儒
者
を
ま
っ
た
く
信
用
し
て
い
な
い
。
青
陵
に
よ
れ

ば
、
儒
者
は

か
た
く
孔
・
孟
の
言
を
準
と
し
て
、
棄
利
愛
民
を
宗
旨

と
し
た

者
と
い
う
（

）
。
つ
ま
り
孔
孟
の
棄
利
愛
民
を
宗
旨
の
ご
と
く
信
仰
し
て
い
る
者
だ
と

い
う
。
そ
し
て

今
日
、
天
下
国
家
の
政
の
話
を
す
る
に
も
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
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孔
・
孟
を
引
て
、
か
れ
こ
れ
と
稽
古
す
る
と
も
、
孔
・
孟
の
土
地
と
今
日
の
土
地

と
、
平
不
平
、
あ
る
や
ら
な
き
や
ら
を
ば
、
と
ん
と
か
ま
は
ぬ
こ
と
也

（

）

と

稽

古
談

の
冒
頭
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
識
者
は
、
政
治
の
話
を
す
る
と

必
ず
孔
子
や
孟
子
を
引
く
の
が
通
例
で
、
孔
子
や
孟
子
の
時
代
と
現
代
と
は
違
う

の
に
、
そ
れ
を
問
わ
な
い
時
代
錯
誤
の
議
論
を
儒
者
は
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
天

下
太
平
の
世
の
中
で
孔
子
が
前
提
と
し
た
よ
う
な
大
名
が
軍
を
お
こ
し
て
君
父
を

弑
す
る
と
い
う
事
態
は
起
き
な
い
し
、
孟
子
が
前
提
と
し
た
よ
う
な
戦
国
時
代
で

天
下
取
り
を
す
る
た
め
に
殷
の
湯
王
、
周
の
武
王
が
行
っ
た
こ
と
は
必
要
な
い
。

し
か
る
に
今
日
の
儒
者
が
、
利
を
疎
ん
ず
る
が
よ
い
、
孔
子
が
そ
う
仰
せ
ら
れ

た
、
民
を
や
た
ら
に
愛
す
る
が
よ
い
、
孟
子
が
そ
う
説
か
れ
た
、
と
い
っ
て
い
る

の
は
、
抱
腹
に
堪
え
な
い
と
い
う

（

）
。

孔
孟
の
議
論
を
援
用
す
る
こ
と
を

抱
腹
に
堪
え
な
い

と
笑
う
の
は
、
儒
者

と
し
て
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
藩
儒
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば

な
お
さ
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
日
本
思
想
史
上
、
儒
者
で
こ
こ
ま
で
言
っ
た
の
は

青
陵
以
外
に
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
青
陵
の
基
本
的
立
場
か
ら
し

て
、
前
述
し
た
よ
う
に
孔
孟
な
ど
の
注
釈
書
を
ま
っ
た
く
書
か
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
当
然
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
利
を
棄
て
れ
ば
、
貧
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら

儒
者
は
皆
貧

也

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
儒
者
は

利
に
か
し
こ
き
人

を
悪
人
呼
ば
わ

り
し
て
い
る
。
世
の
中
こ
う
し
た
お
か
し
い
こ
と
が
は
や
っ
て
い
る
の
だ

（

）
。

孔
孟
の
議
論
が
役
に
立
た
な
い
の
は
、
青
陵
に
よ
れ
ば
、
実
は
本
家
本
元
の
中

国
で
も
分
か
っ
て
い
た
。

漢
の
時
も
儒
に
て
は
治
ら
ぬ
ゆ
へ
に
、
黄
老
の
術
用

ら
れ
た
り

（

）

と
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
漢
代
に
お
い
て
、
孔
・
孟
の
議
論
を
再
生

産
す
る
だ
け
の
儒
者
は
政
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
唐
・
宋
に
お
い
て

も
同
様
で
、
儒
者
は
文
書
作
成
の
技
術
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い

（

）
。
儒

者
は
み
な
文
章
は
上
手
だ
が
、
み
な

政
事

は
下
手
な
の
で
あ
る
（

）
。

政
事

は
儒
者
で
な
い
人
が
取
る
こ
と
が
多
く
、
儒
者
が
政
治
に
与
る
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
儒
者
的
な
発
想
は
除
外
し
て
政
治
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば

孔
・
孟
の
論
は
治
世
に
あ
は
ぬ
ゆ
へ
（

）

だ
か
ら
だ
。
実
際
、
儒
教
で
は
年
貢
を
十

分
の
一
に
限
る
と
し
て
い
る
が
、
儒
家
で
政
治
に
携
わ
っ
た
者
は
多
い
も
の
の
、

誰
一
人
と
し
て
こ
れ
を
実
践
し
た
者
は
い
な
い

（

）
。
要
す
る
に
儒
者
的
な
議
論
で
は

政
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
、
あ
る
意
味
、
自
明
な
こ
と
が
ら
を
主
張
し
た
識
者
は
当
時
お
そ

ら
く
誰
も
い
な
い
。
丸
山
真
男
が
政
治
を
発
見
し
た
と
し
て
マ
キ
ア
ベ
リ
に
た
と

え
た
荻
生
徂
徠
に
し
て
も
、

政
談

の
よ
う
な
時
事
論
は
別
に
し
て
、
原
理
的

に
は
聖
人
の
立
て
た
と
い
う
礼
楽
刑
政
を
説
く
ば
か
り
で
あ
る
。
儒
教
の
教
説
の

非
現
実
性
を
正
面
か
ら
主
張
し
、
孔
孟
の
立
論
を
否
定
し
た
儒
者
は
青
陵
し
か
い

な
い
。

さ
て
、
儒
者
の
主
張
と
は
異
な
り
、
利
は
す
て
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
民
は

愛
し
す
ぎ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
治
世
に
利
を
棄
て
、
民
を
愛
し
す
ぎ
る
の
は

天
理
に
あ
っ
て
い
な
い

（

）
。
後
世
の
儒
者
が
み
な
、
孟
子
の
殷
の
湯
王
、
周
の
武
王

の
行
っ
た
法
を
今
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
お
か

し
い
こ
と
だ
。

天
の
定
理

を
信
ぜ
ず
、
孔
孟
が
行
っ
た
そ
の
時
代
を
救
う
法

を
定
木
と
す
る
の
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
孔
・
孟
の
棄
利
愛
民
の
説
を
、
利



を
厭
い
、
民
を
愛
す
る
説
を
し
ば
ら
く
休
ん
で
、
周
礼
を
立
て
る
の
が
今
の
世
に

し
っ
く
り
合
う
と
い
う

（

）
。
青
陵
が
孔
孟
の
議
論
が
非
現
実
的
だ
と
主
張
す
る
根
拠

は
、
前
に
も
み
た
が
、
そ
れ
が
時
代
に
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
乱
世
に
は
孔

孟
の
棄
利
愛
民
は

天
理

に
か
な
っ
て
い
た
が
、
治
世
に
お
い
て
利
を
棄
て
民

を
愛
し
す
ぎ
る
の
は

天
理

に
か
な
わ
な
い
と
い
う
（

）
。
こ
の
よ
う
に
青
陵
は
、

儒
者
が

天
理

を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
も
批
判
し
て
い
る
（

）
。

ま
た
青
陵
は
、
儒
者
が

か
た
く
孔
・
孟
の
言
を
準
と
し
て
、
棄
利
愛
民
を
宗

旨

と
し
て
い
る
こ
と
を

死
物
を
信
ず
る
流
儀
也

と
表
現
し
、
他
方
、
王
安

石
は

活
意
に
つ
き
て
死
物
を
信
ぜ
ず

と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の

活

と

死

と
い
う
二
項
対
立
が
、
右
の

天
理

と
並
ん
で
青
陵
の
よ
く
用
い
る
概

念
で
あ
る
。
以
前
の
論
文
で
も
書
い
た
よ
う
に
、
青
陵
は
、
日
蝕
を
利
用
す
る
よ

う
な
原
始
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
で
は
、
民
衆
の
知
恵
が
進
む
と
も
は
や
操
作

で
き
な
く
な
る
か
ら
、
支
配
者
の
方
で
は
よ
り
巧
み
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
を
考

案
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
き
、
そ
れ
を
、
日
蝕
の
よ
う
な
昔
の
人
民
に
有
効
な
手

段
に
固
執
す
る
の
は

死
智

で
、
絶
え
ず
動
き
変
遷
す
る

活
物

た
る
時
代

に
対
応
で
き
る

活
智

が
必
要
だ
と
表
現
し
て
い
た
（

）
。
そ
し
て
王
安
石
失
脚

後
、
儒
者
は
ま
す
ま
す
棄
利
愛
民
を
宗
旨
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

（

）
。
こ
の

よ
う
に

活

と

死

と
い
う
概
念
装
置
が
、
青
陵
が
儒
者
を
批
判
す
る
際
に

よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論

青
陵
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
一
つ
の
頂
点
を
、
儒
者
が
神
聖
視
し
て
き
た
偉
人

の
扱
い
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
拙
稿
に
記
し
た
よ
う
に
（

）
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
人
民
に
自
発
的
に
歩
ま
せ
て
支
配
者
が
望
む
結
果
を
手

に
入
れ
る
手
段
だ
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
た
め
に
支
配
者
が
つ
く

高
貴
な

嘘

の
必
要
性
を
理
解
し
て
い
た
と
述
べ
た
が
、
青
陵
は
、
孟
子
の
い
う
こ
と
は

高
貴
な
嘘

だ
と
し
て
、
統
治
技
法
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
を
自
覚
的

に
説
い
て
い
る
。

青
陵
に
よ
れ
ば
、
孟
子
の
主
張
は
、
少
し
の
間
暫
定
的
に
行
っ
て
み
て
、
天
下

の
人
民
の
心
を
収
攬
す
る
ま
で
の
仮
の
術
で
あ
る
。
漢
の
高
祖
が
秦
の
苛
政
に
苦

し
む
人
民
を
救
っ
て
や
る
と
い
う
名
目
で
秦
を
つ
ぶ
し
た
の
は
、
殷
の
湯
王
、
周

の
武
王
が
、
夏
、
殷
の
人
民
を
救
う
と
い
う
名
目
で
革
命
を
起
こ
し
た
の
と
同
じ

事
で
あ
る
。
と
い
う

（

）
。

こ
こ
か
ら
、
儒
者
た
ち
が
理
想
視
す
る
殷
の
湯
王
、
周
の
武
王
も
所
詮
、
自
己

の
利
益
の
た
め
の
征
服
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
塗
布

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
き
わ
め
て
近
代
的
と

い
う
か
、
マ
キ
ア
ベ
リ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
こ
れ
だ
け
冷
め
た
政
治
の
論
理
を
明

言
し
て
い
る
思
想
家
は
注
目
に
値
す
る
。

続
い
て
、
法
を
簡
略
化
し
、
わ
ず
か
三
箇
条
に
し
た
と
い
う
漢
の
高
祖
の
政
策

も
、
秦
の
人
民
を
掌
握
す
る
た
め
の
一
時
的
な
方
策
に
過
ぎ
ず
、
孟
子
の
か
り
そ

め
の

愛
民

と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
（

）
。
占
領
す
れ
ば
、
結
局
、
大
部
の
法
を
制

定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
か
ら
。
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孟
子
に
し
て
も
、
斉
の
宣
王
、
梁
の
恵
王
を

首
尾
よ
く

取
り
込
ん
で
し
ま

え
ば
、

民
を
愛
し
す
ぐ
る
こ
と
は
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
也
。
皆
し
ば
ら
く
大
願
成

就
す
る
迄
の
う
ち
の
術
也

（

）

。
つ
ま
り
青
陵
は
、
孟
子
の

愛
民

に
基
づ
く
仁

政
も
、
国
王
に
取
り
立
て
ら
れ
る
ま
で
の
一
時
的
な
便
法
で
あ
り
、
も
し
国
王
を

首
尾
よ
く
取
り
込
ん
だ
ら
、
民
を
愛
し
す
ぎ
る
こ
と
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）
。
孟
子
の
言
説
は
、
殷
の
湯
王
、
周
の
武
王
同

様
、
戦
国
時
代
の
民
に

高
貴
な
嘘

を
つ
い
て
自
分
の
方
へ
取
り
込
む
た
め
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
用
い
る
こ
と
を
国
王

に
説
い
た
、
と
孟
子
を
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を

術

と
表
現

し
て
い
る
。
そ
れ
は

唯
う
つ
く
し
き
こ
と
を
い
う
ば
か
り
に
て
、
今
日
に
取
用

ゆ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず

（

）

。
だ
か
ら
、
今
日
の
太
平
の
世
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
と
い
う
の
だ
。

秦
の
焚
書
を
、
始
皇
帝
が
人
民
（
百
姓
）
が
愚
と
な
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

行
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
の
も
同
じ
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
も
青
陵
は
人

民
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
策
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る

（

）
。
人
民
の
知
恵
が
進

み
す
ぎ
る
と
操
作
が
困
難
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
実
際
の
孟
子
の
言
説
は
、
戦
国
の
世
の
中
の
実
態
か
ら
か
け
離
れ
た

理
想
論
で
、
実
際
の
有
効
性
は
全
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

た
と
え
ば

梁
恵
王
章
句

の
次
の
く
だ
り
を
見
て
み
よ
う
。
斉
の
宣
王
が
燕

を
討
っ
て
占
領
し
た
ら
、
諸
侯
が
共
同
で
斉
を
討
と
う
と
し
た
。
そ
こ
で
宣
王
は

孟
子
に

多
く
の
諸
侯
が
わ
が
斉
を
討
と
う
と
相
談
し
て
い
る
が
、
ど
う
し
た
ら

止
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
問
う
た
と
こ
ろ
、
孟
子
の
答
は
仁
政
を
行
え

ば
よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
諸
侯
は
斉
が
強
大
に
な
る
こ

と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
、
捕
虜
を
返
し
、
略
奪
し
た
燕
の
国
宝
を
持
ち
去
る
こ
と

を
中
止
し
、

燕
国
の
人
士
と
相
談
し
て
主
君
を
選
定
し
て
こ
れ
を
立
て
、
斉
の

軍
隊
を
引
き
上
げ
た
ら
、
斉
を
攻
撃
し
よ
う
と
い
う
諸
侯
の
謀
議
を
防
ぎ
止
め
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
梁
恵
王
章
句
下
）。
こ
れ
で

は
お
よ
そ
宣
王
が
期
待
し
て
い
た
答
と
は
ほ
ど
遠
い
だ
ろ
う
。
宣
王
は
他
国
を
征

服
し
覇
者
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
せ
っ
か
く
手
に
入
れ
た
領

土
を
手
放
せ
る
は
ず
が
な
い
。
王
は
、
ど
う
し
た
ら
占
領
地
を
確
保
で
き
る
か
を

尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
答
に
な
ら
な
い
回
答
を
し
て
い
た
た

め
、
孟
子
の

仁
政
を
行
え
ば
、
天
下
の
人
民
を
帰
服
さ
せ
る
と
い
う
楽
天
的
な

思
想
は
、
戦
国
の
世
の
現
実
か
ら
み
て
あ
ま
り
に
迂
遠
で
あ
っ
た
の
で
、
ど
こ
の

国
で
も
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

孟
子
の
王
道
論
は
…
…
弱
肉
強

食
の
国
家
間
の
対
立
抗
争
裡
に
も
ち
こ
ま
れ
る
と
破
綻
す
る
（

）

と
も
言
わ
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

通
常
は
こ
の
よ
う
に
、
孟
子
の
王
道
政
治
は
楽
天
的
で
戦
乱
の
世
に
合
っ
て
い

な
い
と
見
ら
れ
る
の
に
、
青
陵
は
、
逆
に
王
道
思
想
が
乱
世
の
思
想
で
あ
り
、
治

世
の
御
代
で
あ
る
徳
川
社
会
に
適
用
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
れ
は
孟
子
の
王
道
政

治
を
、
人
民
を
取
り
込
む
た
め
の
意
図
的
な

高
貴
な
嘘

だ
と
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
孟
子
に
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
ど
う
か
は
別

に
し
て
、
孟
子
を
そ
の
よ
う
に
解
し
た
こ
と
は
、
儒
教
の
教
義
を
一
つ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
読
も
う
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。



結

び

青
陵
の
思
想
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
し
て
と
ら
え
る
と
そ
の
特
徴
を
よ
く
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
中
で
も
儒
教
の
教
典
の
理
解
に
青
陵
の
独
自

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
従
来
、
こ
う
し
た
点
は
あ

ま
り
注
目
さ
れ
ず
、
師
弟
関
係
か
ら
徂
徠
派
に
属
す
る
と
見
ら
れ
た
り
、
あ
る
い

は
韓
非
子
、
老
子
な
ど
か
ら
の
思
想
的
影
響
が
指
摘
さ
れ
た
り
し
た
。
し
か
し
そ

う
い
う
観
点
か
ら
見
る
限
り
、
青
陵
の
思
想
は
先
行
す
る
思
想
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
止
ま
り
、
そ
の
独
自
性
は
、
十
分
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
が
提
示
し

た
視
点
に
よ
っ
て
こ
そ
、
青
陵
の
思
想
の
意
義
が
明
ら
か
な
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。

海保青陵のイデオロギー論

注（

）
塚
谷
晃
弘
・
蔵
並
省
自
（
校
注
）

本
多
利
明

海
保
青
陵

（
日
本
思
想
大
系

四
四
）
一
九
七

年
、
岩
波
書
店
、
四
九
一
ペ
ー
ジ
参
照
。
以
下
、

大
系

と
略

記
す
る
。

（

）

文
法
披
雲

は
人
を
説
得
す
る
た
め
の
文
章
作
法
を
主
題
に
し
た
修
辞
学
の
本

な
の
で
、
こ
こ
で
は
措
く
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
九
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
六
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
八
ペ
ー
ジ
。

（

）
蔵
並
省
自
編

海
保
青
陵
全
集

八
千
代
出
版
、
一
九
七
六
年
、
四
九
九
ペ
ー

ジ
。
以
下

全
集

と
記
す
。

（

）
例
え
ば
尾
藤
正
英
編

荻
生
徂
徠

中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
五
年
、
一
五
四

ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
九
ペ
ー
ジ
。

（

）
拙
稿

海
保
青
陵
の
政
治
言
説
に
お
け
る
能
力
原
理

大
阪
商
業
大
学
論
集

第
一
五
一
・
一
五
二
号
、
二

九
年
、
二
五
五
ペ
ー
ジ
。

（

）

枢
密
談

全
集

一
六
三
ペ
ー
ジ
。

（

）
拙
論
に
も
引
用
し
た
が
、

富
め
る
は
出
精
し
勉
励
す
る
ゆ
へ
に
富
む
な
り
。
貧

な
る
は
懶
怠
に
て
ず
る
け
ゆ
へ
に
貧
な
る
也

（

稽
古
談

大
系

二
三
七
ペ
ー

ジ
）。
そ
の
他
の
言
説
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿

海
保
青
陵
の
政
治
言
説
に
お
け

る
能
力
原
理

参
照
。

（

）

経
済
話

大
系

三
八
六
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
六
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
六

二
二
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
五
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
五
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

一
割
利
息
に
す
べ
き
処
を
、
五
朱
利
息
に
す
る

（

稽
古
談

大
系

二
二

五
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
の
年
貢
率
は
も
っ
と
高
い
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
五
ペ
ー
ジ

（

）

枢
密
談

全
集

一
七
三
ペ
ー
ジ
。

（

）

枢
密
談

全
集

一
五
五
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
六
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
四
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
三

二
三
一
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
九
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
六
ペ
ー
ジ
。



（

）

稽
古
談

大
系

二
一
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二
一
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
六
ペ
ー
ジ
。

（

）

文
章
は
儒
者
で
な
け
れ
ば
か
け
ぬ
也

（

稽
古
談

大
系

二
一
六
ペ
ー

ジ
）。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
九
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
六

二
一
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
七
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
八
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
八
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
八
ペ
ー
ジ
。

（

）
田
が
米
を
生
む
、
金
が
利
息
を
生
む
の
も

天
地
の
理

と
表
現
し
て
い
る
。

ま
た
君
臣
は
昔
か
ら
市
道
と
い
う
よ
う
に
、
君
主
が
知
行
を
臣
下
に
与
え
、
臣
下

は
そ
の
代
わ
り
に
働
く
と
い
う
、
売
り
買
い
と
同
じ
も
の
な
の
に
、
君
子
た
る
者

売
り
買
い
は
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
孔
子
の
利
の
話
を
丸
飲
み
に
し
て

飲
み
損
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
食
い
つ
ぶ
し
は
君
主
の
損
、
骨
折
り
損
は
臣
下
の

損
だ
。
は
な
は
だ
不
算
用
な
も
の
だ
、
と
。
こ
の
こ
と
も

天
地
の
理

に
違
っ

て
い
る
と
表
現
し
て
い
る
。

大
系

二
二
二
ペ
ー
ジ
。
さ
ら
に

天
地
は
理
づ
め

也
。
う
り
か
い
利
息
は
理
づ
め
也

と
も
言
う
。

大
系

二
二
三
ペ
ー
ジ
。

（

）
拙
稿

経
済
主
体
の
創
出

海
保
青
陵
の
場
合

大
阪
商
業
大
学
論

集

第
一
五
三
号
、
二

九
年
、
六
二
ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
九
ペ
ー
ジ
。

（

）
前
掲
、
拙
稿

経
済
主
体
の
創
出

海
保
青
陵
の
場
合

五
八
ペ
ー

ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二

ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二

ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二

ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二

ペ
ー
ジ
。

（

）

稽
古
談

大
系

二
二

ペ
ー
ジ

（

）

稽
古
談

大
系

二
一
八
ペ
ー
ジ
。

（

）
湯
浅
幸
孫

解
説

（

大
学
・
中
庸
・
孟
子

筑
摩
書
房
、
一
九
七

年
、
三

三
九
ペ
ー
ジ
）。

（

）

枢
密
談

全
集

一
五
六
ペ
ー
ジ
。

（

）

枢
密
談

全
集

一
五
六
ペ
ー
ジ
。

（

）

枢
密
談

全
集

一
五
六
ペ
ー
ジ
。

（

）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
個
人
を
徴
募
す
る
。
あ

る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
個
人
を
主
体
に
変
え
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
主
体
と
し

て
の
諸
個
人
に
呼
び
か
け
る
。

（

）
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
場
合
、
呼
び
か
け
る
主
体
を
大
文
字
の
主
体
（

）
と

名
付
け
、
小
文
字
の
主
体
（

）
が
そ
の
呼
び
か
け
に
応
ず
る
こ
と
に
よ
り
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
担
う
主
体
と
し
て
形
成
さ
れ
、
徴
募
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
呼
び
か

け
る
主
体
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
主
体
と
は
線
対
称
の
よ
う
な
対
称
構
造
を
し
て
お

り
（
そ
れ
を
鏡
像
的
と
呼
ん
で
い
る
）、
小
文
字
の
主
体
た
る
人
間
た
ち
が
神
を
必

要
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
（
大
文
字
の
主
体
）
も
人
間
た
ち
を
必
要
と
し
て
い

る
と
い
う
。
そ
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
、
大
文
字
の
主
体
と
い
う
一
つ
の
中

心
が
存
在
し
、
小
文
字
の
主
体
は
そ
の
中
心
に
鏡
の
よ
う
に
写
る
自
分
自
身
を
再

認
し
、
現
に
自
分
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
認
め
、
そ
れ
相
応
に
振

る
舞
う
な
ら
す
べ
て
は
う
ま
く
い
く
、
と
い
う
保
証
を
受
け
取
る
。

（

）

大
系

二
二
三
ペ
ー
ジ

（

）

大
系

二
二
三
ペ
ー
ジ

（

）

稽
古
談

大
系

三
二
五
ペ
ー
ジ

一
次
資
料

塚
谷
晃
弘
・
蔵
並
省
自
（
校
注
）

本
多
利
明

海
保
青
陵

（
日
本
思
想
大
系
四
四
）

一
九
七

年
、
岩
波
書
店
。

蔵
並
省
自
編

海
保
青
陵
全
集

八
千
代
出
版
、
一
九
七
六
年
。

谷
村
一
太
郎

青
陵
遺
編
集

國
本
出
版
社
、
一
九
三
五
年
。
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二
次
資
料

ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル

再
生
産
に
つ
い
て

西
川
長
夫
・
伊
吹
浩
一
・
大
中
一

彌
・
今
野
晃
・
山
家
歩
訳
、
平
凡
社
、
二

五
年
。

小
島
康
敬

徂
徠
学
と
反
徂
徠

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
年
。

小
林
武

海
保
青
陵

老
子
國
字
解

に
つ
い
て

韓
非
子
の
影

（
上
）

京

都
産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要

第
四
号
、
一
九
九
九
年
。

小
林
武

海
保
青
陵

老
子
國
字
解

に
つ
い
て

智
と
職
分

（
下
）

京
都

産
業
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要

第
五
号
、
二

年
。

蔵
並
省
自

海
保
青
陵
経
済
思
想
の
研
究

雄
山
閣
、
一
九
九

年
。

黒
住
真

近
世
日
本
社
会
と
儒
教

ぺ
り
か
ん
社
、
二

三
年
。

瀧
本
誠
一

解
題

日
本
経
済
叢
書

第
十
八
巻
、
日
本
経
済
叢
書
刊
行
会
、
一
九
一

五
年
。

谷
村
秋
邨

谷
村
秋
邨
遺
稿
集

谷
村
順
蔵
、
一
九
三
八
年
。

尾
藤
正
英
編

荻
生
徂
徠

中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
五
年
。

丸
山
真
男

日
本
政
治
思
想
史
研
究

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
。

マ
ン
ハ
イ
ム

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア

未
来
社
、
一
九
六
八
年
。

湯
浅
幸
孫

解
説

大
学
・
中
庸
・
孟
子

筑
摩
書
房
、
一
九
七

年
。




