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「
論
語
」
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ

と
は
、
そ
の
全
て
の
引
用
文
に
お
い
て
、
一
つ
た
り
と
も
不
正
確
な
「
論

語
」
（
の
章
句
の
）
理
解
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
起
因
す
る
不
的
確
な
引

用
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
、
確

か
に
い
さ
さ
か
望
文
生
義
の
嫌
い
が
あ
る
一
文
も
あ
り
は
し
た
が
、
そ

れ
は
彼
の
独
自
の
主
張
に
引
か
れ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
全
体
と
し

て
、
彼
の
『
論
語
』
理
解
は
極
め
て
正
確
で
あ
り
、
そ
の
正
確
な
理
解

に
基
づ
い
て
、
極
め
て
的
確
な
引
用
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
正
確
な
引
用
は
、
多
く
の
場
合
、
和
文
（
書
き
下
し
文
）
で
、

し
か
し
又
、
か
な
り
の
割
合
で
原
漢
文
や
、
時
に
和
漢
混
合
文
の
形
を

取
り
、
時
に
原
文
そ
の
も
の
と
同
一
の
文
章
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
時

に
そ
の
内
容
を
適
宜
ま
と
め
て
摘
録
す
る
形
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
更

に
言
え
ば
、
そ
の
引
用
た
る
や
、
た
だ
単
に
一
つ
一
つ
の
『
論
語
」
の

原
文
を
個
々
に
引
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
有
す
る

文
章
に
お
い
て
複
数
の
原
文
を
組
み
合
わ
せ
て
引
用
し
て
そ
の
脈
絡
全

体
を
構
成
す
る
、
更
に
一
つ
の
引
用
文
の
中
に
複
数
の
原
文
を
織
り
込

む
な
ど
し
て
、
正
に
自
在
閼
達
な
筆
致
を
見
せ
る
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、
琴
渓
は
、
『
論
語
」
の
内
容
を
熟
読
玩
味
し
て
、
そ
の

文
章
そ
れ
ぞ
れ
を
、
ほ
と
ん
ど
暗
唱
す
る
ほ
ど
に
ま
で
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
そ
れ
を
〃
自
分
の
こ
と
ば
″
に
し
て
し
ま
う

ほ
ど
に
、
『
論
語
」
の
内
容
を
広
く
か
つ
深
く
読
み
込
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。琴

渓
の
『
論
語
」
熟
読
は
、
決
し
て
所
謂
〃
儒
者
″
の
そ
れ
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
彼
は
「
論
語
」
の
内
容
に
、
儒
教
の
教
義
や
教
説
を
求

『
戦
後
日
本
病
人
史
』

浩
渤
な
本
書
を
一
言
で
紹
介
す
る
な
ら
、
病
人
・
障
害
者
の
処
遇
の

側
か
ら
み
た
戦
後
医
療
史
へ
の
問
題
提
起
と
い
え
る
。
今
さ
ら
云
う
ま

で
も
な
く
、
編
著
者
、
川
上
武
氏
は
『
日
本
の
医
者
」
（
一
九
六
一
年
）
、

「
現
代
日
本
医
療
史
」
二
九
六
五
年
）
の
著
書
に
み
ら
れ
る
現
状
お
よ

び
歴
史
的
分
析
を
軸
に
、
戦
後
日
本
医
療
に
系
統
的
な
発
言
を
続
け
て

こ
ら
れ
た
。
そ
の
著
者
が
戦
後
医
療
史
の
重
要
な
鍵
の
一
つ
と
し
て
患

者
運
動
・
医
療
告
発
運
動
に
着
眼
、
医
療
の
当
事
者
、
病
人
の
処
遇
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
に
思
い
い
た
り
、
新
た
な
領
域
を
き
り
ひ

ら
か
れ
た
の
が
「
現
代
日
本
病
人
史
」
（
一
九
八
二
年
）
で
あ
る
。
病
人

の
処
遇
を
規
制
す
る
疾
病
及
び
こ
れ
に
対
処
す
る
医
療
技
術
の
進
歩
と

同
悲
溌
溌
紹
介
詫
夫
弗
濁
滞
芳
諜
恭
同
天
詫
夫
夫
夫
夫
同
究
制
滞
鈴
弗
同
詣

め
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
お
の
が
教
養
に
資
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な

い
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
既
に
彼
の
〃
こ
と
ば
″
に
な
っ
て
い
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
彼
の
思
索
の
脈
絡
は
、
『
論
語
』
に
由
来
す
る
と
こ
ろ

の
〃
こ
と
ば
〃
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と

に
、
こ
の
『
論
語
」
一
言
こ
そ
は
、
琴
渓
の
〃
思
索
の
糸
″
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

（
平
成
’
五
年
十
凡
例
会
）

川

化

武
編
著
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同
時
に
病
人
の
社
会
経
済
的
状
況
に
眼
を
向
け
な
い
か
ぎ
り
、
実
相
に

は
迫
れ
な
い
と
し
、
近
代
化
の
過
程
で
わ
が
国
の
患
者
が
社
会
か
ら
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
明
る
み
に
さ
れ
た
。
同
じ
問
題
意
識
に

立
ち
、
現
場
の
若
手
医
師
と
と
も
に
研
究
会
を
つ
づ
け
、
戦
後
の
検
討

を
加
え
ら
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

対
症
療
法
と
自
然
治
癒
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
戦
前
と
は
ち

が
い
飛
躍
的
な
技
術
進
歩
が
み
ら
れ
る
。
社
会
保
障
、
医
療
シ
ス
テ
ム
、

社
会
経
済
状
態
の
進
展
も
め
ざ
ま
し
い
。
病
人
や
障
害
者
の
お
か
れ
た

状
況
は
そ
の
点
で
遙
か
に
好
転
し
て
い
る
が
、
基
底
部
分
で
差
別
が
残

り
、
所
得
の
階
層
格
差
も
姿
を
変
え
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
医

療
、
社
会
、
経
済
状
態
の
進
歩
、
成
長
は
新
た
な
事
態
を
引
き
起
こ
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
複
眼
的
視
角
に
た
ち
、
第
一
部
で
は
広
範
な
領

域
に
わ
た
り
検
証
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
（
第
一
章
戦
争
と
病
人
、

第
二
章
経
済
復
興
期
の
病
人
、
第
三
章
高
度
経
済
成
長
か
ら
成
人

病
の
時
代
へ
、
第
四
章
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
療
の
登
場
、
第
五

章
妊
娠
・
出
産
と
乳
児
死
亡
・
未
熟
児
の
動
向
、
第
六
章
戦
後
の

女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
変
容
、
第
七
章
産
業
構
造
の
変
動
と
社

会
病
、
第
八
章
薬
害
・
医
原
病
の
多
発
と
そ
の
背
景
、
第
九
章
「
認

定
」
と
「
補
償
」
の
責
任
論
、
第
十
章
精
神
障
害
者
と
「
こ
こ
ろ
を

病
む
」
人
び
と
、
第
十
一
章
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）
の
歩
み
第

十
二
章
寝
た
き
り
・
痴
呆
老
人
の
戦
後
史
、
第
十
三
章
難
病
患
者

の
苦
悩
と
挑
戦
）
。

第
二
部
で
は
、
現
在
進
行
中
の
臓
器
移
植
、
生
殖
革
命
、
ゲ
ノ
ム
革

命
、
Ｉ
Ｔ
革
命
の
技
術
論
的
分
析
が
く
わ
え
ら
れ
、
医
療
技
術
は
今
や

戦
後
第
三
の
革
新
期
に
入
っ
た
と
の
提
起
が
な
さ
れ
る
。
マ
イ
ナ
ス
面

の
チ
ェ
ッ
ク
に
際
し
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
適
用
の
仕
方
を
問
題
に
す
る

だ
け
で
は
解
決
つ
か
ず
、
医
療
技
術
そ
の
も
の
に
倫
理
が
内
包
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
こ
と
が
病
人
や
障
害
者
に

ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
、
課
題
を
も
た
ら
す
か
を
検
討
し
な
が
ら
、
新

た
な
形
で
生
死
観
の
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
常
診
療
レ
ベ
ル
で
医
療
技
術
の
持
ち
駒
が
格
段
に
増

え
個
々
の
局
面
で
の
有
効
性
は
高
ま
り
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
の
臨

床
の
水
準
は
必
ず
し
も
高
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
医
療
不
信
を

招
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
評
者
だ
け
だ
ろ
う

か
。
し
か
も
こ
れ
は
単
に
専
門
技
術
・
知
識
の
普
及
だ
け
で
は
解
決
つ

か
ず
深
刻
な
面
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ま
た
シ
ス
テ
ム
も
形
の
う
え
で
は
整
備
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
表
層

的
で
根
底
で
の
空
洞
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

著
者
は
、
医
療
シ
ス
テ
ム
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
満
た
す
べ
き
条
件
と
し

て
、
素
朴
な
信
条
と
断
り
な
が
ら
、
次
の
三
点
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

①
親
の
な
い
子
ど
も
が
世
間
な
み
の
生
活
・
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
保

障
さ
れ
る
、
②
子
ど
も
の
な
い
夫
婦
や
生
涯
単
身
者
で
も
、
老
後
を
安

心
し
て
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
、
③
障
害
者
や
慢
性
の
疾
患
の
あ
る
病

人
が
安
心
し
て
治
療
を
受
け
、
人
間
ら
し
い
生
活
・
仕
事
が
で
き
る
。

そ
こ
に
は
生
死
観
を
社
会
保
障
及
び
そ
の
根
底
に
あ
る
社
会
の
あ
り
方

と
切
り
離
さ
な
い
著
者
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
見
精
繊
に
な
っ

た
よ
う
で
核
心
が
ぼ
や
け
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
と
逆
行
す
る
よ
う
な
改

革
論
議
が
す
す
ん
で
い
る
だ
け
に
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
「
ゲ
ノ
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『
生
と
死
の
美
術
館
』

本
の
表
紙
に
は
、
聖
母
マ
リ
ア
が
イ
エ
ス
に
乳
を
ふ
く
ま
せ
て
い
る

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
、
あ
の
「
リ
ッ
夕
の
聖
母
」
が
深
み

の
あ
る
色
調
で
写
し
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
美
し
さ
と
、
な
ん
と
も
言

い
様
の
な
い
懐
か
し
さ
、
そ
れ
は
自
分
が
幼
児
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
思
い

出
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
妻
が
幼
い
子
を
育
て
て
い
た
風
景
で
あ
っ
た
り

す
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
感
情
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
本
を
手
に
取

り
、
一
気
に
読
み
終
え
て
し
ま
っ
た
。

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
企
業
で
あ

る
ビ
ー
・
エ
ム
・
エ
ル
社
の
季
刊
誌
「
く
目
」
に
、
「
美
術
作
品
を
も
と

に
人
間
の
生
死
や
医
療
の
歩
み
を
た
ど
る
内
容
」
で
、
一
九
八
九
年
か

ら
五
○
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
「
美
術
的
遺
産
を
美
術
史
や
美
術
批
評
と
は
異
な
る
立
場
、
つ
ま

り
人
間
の
生
き
死
に
の
歴
史
や
文
化
の
証
し
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
と

〔
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
東
京
都
港
区
赤
坂
七
’
六
’
一
、
電
話
○
三
’

三
五
八
五
’
二
四
一
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日
、
Ｂ
五
判
、
八

○
四
頁
、
本
体
二
四
九
二
円
〕

ム
の
時
代
」
、
「
Ｉ
Ｔ
の
時
代
」
に
足
を
踏
み
入
れ
た
今
日
、
技
術
の
側

か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
検
討
が
急
が
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
上
林
茂
暢
）

立
川
昭
二
著

す
る
立
場
」
に
立
っ
て
、
西
洋
編
二
十
八
、
日
本
編
二
十
六
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
前
者
は
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
奉
納
板
」
に
始
ま

っ
て
「
ギ
リ
シ
ャ
の
壺
絵
」
「
ギ
リ
シ
ャ
の
墓
碑
」
「
エ
ヒ
テ
ル
ナ
ッ
ハ

福
音
聖
句
集
」
へ
と
続
き
、
ベ
ン
・
シ
ャ
ー
ン
の
「
リ
ル
ヶ
「
マ
ル
テ

の
手
記
』
よ
り
」
、
ジ
ャ
ン
セ
ン
の
「
老
人
と
子
供
」
、
グ
ラ
ン
マ
ア
・

モ
ー
ゼ
ス
の
「
ド
ク
タ
ー
」
で
終
わ
り
、
後
者
は
興
福
寺
の
「
阿
修
羅
」

に
始
ま
っ
て
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
「
病
草
紙
」
「
み
か
え
り
阿
弥
陀
如
来
」

へ
と
続
き
、
蕗
谷
虹
児
の
「
胡
蝶
の
夢
」
、
三
橋
節
子
の
「
花
折
峠
」
、

柄
沢
斉
の
「
死
と
変
容
旅
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
全
五
十
四
編
の
ほ

と
ん
ど
が
豪
華
な
カ
ラ
ー
版
で
あ
り
、
体
裁
が
一
編
六
頁
の
読
み
切
り

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
た
い
へ
ん
読
み
易
い
。

ま
ず
第
一
編
の
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
医
療
を
表
現
し
た
出
土
品
で
は
、

同
一
画
面
に
描
か
れ
た
三
人
が
実
は
同
一
人
物
の
経
時
的
な
表
現
で
あ

る
と
絵
解
き
し
た
う
え
で
、
医
神
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
へ
の
信
仰
に
も
と

づ
く
医
療
の
原
理
、
す
な
わ
ち
現
代
社
会
か
ら
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

癒
し
の
文
化
が
解
き
明
か
さ
れ
る
。
同
じ
ギ
リ
シ
ャ
の
古
代
墓
碑
を
扱

っ
た
第
三
編
で
は
死
者
と
生
者
と
が
、
ま
た
夢
と
現
実
と
が
共
在
し
、

両
世
界
間
を
自
由
に
旅
体
験
で
き
た
と
い
う
当
時
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
、

死
生
観
を
読
み
解
き
、
そ
れ
ら
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
現
代
の
心
の
貧

し
さ
を
指
摘
す
る
。
第
九
編
は
、
ペ
ス
ト
が
も
た
ら
し
た
救
い
の
な
い

恐
怖
と
不
安
、
死
を
前
に
し
た
人
間
の
執
着
と
醜
態
を
描
い
た
ブ
リ
ュ

ー
ゲ
ル
の
「
死
の
勝
利
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
の
愚
か
さ
と
は
か
な
さ
、

そ
の
熟
視
を
通
し
て
生
の
充
実
を
説
く
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
の
主
題

で
あ
っ
た
と
い
う
。


