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秦
漢
思
想
史
へ
の
視
角
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秦
漢
期
を
思
想
史
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

だ
と
思
わ
れ
る
。

　
｝
　
戦
国
末
期
の
思
想
界

　
二
　
秦
か
ら
漢
武
期
ま
で
の
思
想
界

　
三
　
前
漢
中
末
期
の
思
想
界

そ
れ
は
先
行
す
る
戦
国
末
を
も
含
め
て
次
の
三
期
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
妥
当
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秦
漢
思
想
史
を
考
察
の
対
象
と
し
な
が
ら
先
行
す
る
戦
国
末
か
ら
論
証
を
始
め
る
の
は
、
歴
史
の
本
来
の
重
層
性
を
秦
漢
期
に
よ
り
連

接
さ
せ
て
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
期
の
諸
状
況
、
ま
た
煩
向
性
を
的
確
に
把
握
し
て
お
か
な
い
と
、
次
代
の
秦
漢
期
の
特
殊
性
、

い
わ
ゆ
る
こ
の
期
め
時
代
格
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
，
一
体
戦
国
末
期
の
思
想
界
は
、
ひ
と
く
ち
に
い
っ
て
諸
子
百
家
と
称
さ
れ
る
自
由
思
想
家
た
ち
の
奔
放
な
ま
で
の
個
我
の
主
張
が
、
ひ

と
ま
ず
展
開
・
拡
延
の
時
期
を
終
え
て
、
次
の
飛
躍
を
求
め
て
沈
潜
集
約
し
つ
つ
愚
な
る
総
合
化
を
目
ざ
そ
う
と
す
る
時
期
で
あ
る
。
そ

れ
は
例
え
ば
一
学
派
内
に
お
け
る
相
違
を
総
合
超
克
す
る
も
の
、
『
荘
子
』
外
客
篇
に
お
け
る
老
荘
の
斜
塔
、
あ
る
い
は
横
断
的
に
他
学

派
を
結
び
つ
け
る
『
重
氏
春
秋
』
の
儒
道
二
派
の
存
在
、
さ
ら
に
は
『
言
言
』
書
の
道
法
二
派
の
主
張
の
混
在
等
々
に
指
摘
で
き
る
。
す

で
に
「
湯
墨
」
を
非
と
し
、
た
だ
「
十
二
子
」
を
非
と
す
れ
ば
足
り
る
時
代
で
は
な
い
。
現
象
的
に
み
れ
ば
戦
国
中
葉
の
「
一
家
の
学
」

か
ら
そ
の
末
期
は
「
諸
家
兼
修
」
へ
と
推
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
問
題
が
起
っ
て
く
る
。
諸
家
を
い
か
な
る
立
場
、

い
か
な
る
原
理
に
お
い
て
兼
修
し
統
括
す
る
か
。
『
丁
子
』
に
お
け
る
「
礼
」
、
『
韓
非
子
』
に
お
け
る
「
法
」
、
『
梅
子
』
や
『
呂
氏



春
秋
』
に
お
け
る
「
時
令
」
が
こ
れ
に
当
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
ら
は
こ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
作
用
し
た
の
、
で
あ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
『
孟
子
』
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

　
子
産
・
鄭
国
の
政
を
混
め
し
と
き
・
そ
の
乗
輿
を
以
て
人
を
漆
．
清
に
て
渡
せ
り
・
孟
子
曰
わ
く
・
「
恵
な
れ
ど
も
政
を
為
す
こ
と
を

知
ら
ず
．
歳
の
十
一
月
に
は
徒
柱
な
り
、
十
二
月
に
は
尊
霊
成
れ
ば
、
民
未
だ
罵
る
に
病
ま
ざ
る
な
り
。
君
子
は
そ
の
政
を
平
ら
か
に
せ

ば
、
行
く
に
人
を
避
け
し
む
る
と
も
可
な
り
。
焉
ん
ぞ
人
々
に
し
て
こ
れ
を
済
す
こ
と
を
得
ん
や
。
故
に
政
を
為
す
者
は
人
ご
と
に
し
て

こ
れ
を
悦
ば
し
め
ん
と
せ
ば
、
日
も
亦
た
足
ら
ざ
る
な
め
（
離
婁
下
篇
）
。

　
孟
子
が
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
政
治
と
は
「
個
」
か
ら
「
公
」
へ
、
づ
ま
り
個
別
か
ら
制
度
・
一
般
へ
の
転
換
を
図
り
つ
つ
具
体
化

す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鄭
の
子
産
の
時
代
に
は
個
人
へ
の
情
愛
が
そ
の
ま
ま
政
治
で
あ
り
え
た
が
、
い
ま
や
通
用
し
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
孔
子
の
い
う
「
恵
人
」
子
産
（
『
論
語
』
憲
問
篇
）
の
語
は
、
政
治
向
き
で
は
な
い
。
孟
子
の
こ
れ
に
似
た
説

話
は
こ
の
後
多
く
諸
書
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
要
は
こ
の
頃
か
ら
特
殊
個
別
的
な
関
係
や
個
人
へ
の
恩
愛
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ

に
政
治
が
成
立
し
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
は
制
度
や
法
制
の
整
備
・
施
行
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
に
進
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

中
で
萄
子
は
集
団
性
を
人
間
の
特
性
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
、
こ
の
集
団
の
持
続
・
緊
張
関
係
の
自
覚
的
な
維
持
こ
そ
「
礼
」
で
あ
り
「
倫

理
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
は
集
団
の
思
想
的
な
処
理
で
あ
り
、
そ
こ
に
儒
家
の
立
場
を
こ
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
い
で
れ
に
せ
よ
制
度
”
．
法
制
等
の
一
般
化
の
行
き
つ
く
さ
き
は
、
当
然
三
国
の
統
一
を
予
想
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
二
子

に
お
け
る
広
域
経
済
圏
構
想
（
王
制
篇
）
も
『
呂
氏
春
秋
』
の
時
令
も
こ
の
統
一
を
予
想
し
て
の
発
想
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
戦
国
末
の
現

実
は
決
し
て
そ
う
楽
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
今
周
室
既
に
滅
び
て
、
天
子
已
に
絶
ゆ
。
乱
は
天
子
な
き
よ
め
大
な
る
は
な
し
。
天
子

な
け
れ
ば
強
者
は
弱
き
に
勝
ち
、
衆
き
退
転
き
を
節
し
、
兵
を
以
て
言
い
轟
い
て
休
息
す
る
を
得
ず
。
今
の
世
こ
れ
に
当
れ
り
」
（
『
呂
氏

春
秋
』
謹
聴
篇
）
・
「
当
今
の
時
、
世
闇
き
こ
と
甚
し
」
（
同
上
雨
期
賢
篇
）
。
現
状
の
暗
黒
へ
の
こ
う
し
た
認
識
は
、
一
面
で
統
一
へ
の
い
っ

そ
う
の
期
待
を
よ
ぶ
。
だ
か
ら
こ
そ
統
一
後
の
世
界
は
か
く
あ
る
べ
し
と
す
る
『
葡
子
』
や
『
韓
非
子
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
や
『
管
子
』

と
い
っ
た
書
物
が
踵
を
接
し
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
そ
こ
で
構
想
さ
れ
た
世
界
は
、
そ
の
ま
ま
後
代
の
現
実
に
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
呂
氏
春
秋
』
時
令
は
、

『
潅
南
子
』
や
『
官
記
』
に
お
い
て
か
つ
て
『
呂
氏
春
秋
』
、
に
お
い
て
背
負
わ
さ
れ
た
役
割
り
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
元
来
政
治
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思
想
の
と
り
わ
け
基
本
的
な
部
分
で
、
思
想
家
自
ら
が
所
属
す
る
分
裂
国
家
の
．
一
つ
を
、
そ
の
ま
ま
拡
延
す
れ
ば
統
一
国
家
は
成
立
す
る

と
考
え
る
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
誤
り
が
存
在
し
た
。
戦
国
の
分
裂
国
家
を
収
拾
統
一
し
た
と
き
、
そ
こ
に
出
現
し
た
世
界
は
全
く
未
知
の

広
大
な
新
世
界
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
然
そ
れ
に
対
応
し
た
新
施
策
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
発
想
は
さ
ら
に
飛
躍
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
孟
子
が
ひ
と
時
代
前
の
政
治
家
子
産
を
批
判
し
た
よ
う
に
。
戦
国
末
の
思
想
家
に
こ
の
見
通
し
や
認
識
が
欠
除
し
て
い
た
か

ら
と
い
っ
て
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
戦
国
な
り
の
そ
れ
が
限
界
で
も
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
前
一
＝
＝
年
、
秦
の
始
皇
帝
は
全
中
国
を
統
一
す
る
。
分
裂
状
態
は
か
く
し
て
収
束
さ
れ
た
。
始
皇
帝
は
七
国
の
分
裂
抗
争
を
封
建
体

制
の
必
然
と
理
解
し
、
こ
れ
に
代
る
に
皇
帝
と
そ
の
臣
僚
に
よ
る
郡
県
制
を
以
て
し
た
。
こ
の
構
図
の
下
で
は
じ
め
て
統
一
中
国
は
一
元

的
に
支
配
し
う
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
秦
の
国
家
の
命
運
は
ま
こ
と
に
短
柞
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
を
襲
い
こ
の
体
制
の
完
整

化
を
果
し
た
も
の
は
、
浦
の
一
介
の
農
民
の
子
、
劉
邦
で
あ
り
、
そ
の
子
孫
た
ち
で
あ
っ
た
。
劉
邦
は
秦
の
苛
政
を
批
判
し
つ
つ
も
、
国

家
の
制
度
・
機
構
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
秦
か
ら
踏
襲
し
て
漢
王
朝
を
興
す
。
以
後
漢
は
十
四
代
二
百
余
年
継
続
す
る
。
こ
れ
が
前
漢
で
あ

る
。
密
葬
の
新
王
朝
の
一
時
期
を
は
さ
ん
で
後
漢
の
王
朝
が
前
漢
の
継
承
を
叫
び
つ
つ
光
武
帝
か
ら
再
び
十
四
代
献
帝
ま
で
二
百
年
弱
存

続
す
る
。
通
常
は
前
後
漢
合
せ
て
漢
と
称
す
る
が
、
当
面
は
前
漢
末
ま
で
を
考
察
の
対
象
範
囲
と
し
て
お
き
た
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
前

漢
末
で
い
ち
お
う
の
思
想
史
上
の
結
節
点
を
見
出
し
う
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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本
来
秦
漢
の
古
代
国
家
が
そ
の
後
の
中
国
の
歴
史
に
重
大
な
意
義
を
有
す
る
の
は
、
以
来
二
千
年
の
皇
帝
支
配
の
原
則
と
郡
県
制
と
呼

ば
れ
る
支
配
体
制
を
創
始
し
、
こ
れ
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
間
に
中
国
人
の
精
神
文
化
の
あ
り
よ
う
に
決
定
的
と
も

い
う
べ
き
方
向
性
を
与
え
た
儒
教
国
教
化
の
イ
ヴ
ェ
ン
ト
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
史
記
』
始
皇
無
記
二
十
六
年
の
条
に
、
十
七
年
号
王
安
、
十
九
年
趙
王
遷
を
虜
と
し
、
二
十
二
年
魏
王
土
を
降
し
、
同
年
業
体
負
錫

を
捕
え
、
二
十
五
年
燕
王
喜
、
そ
し
て
二
十
六
年
二
王
建
を
得
て
六
国
を
尽
く
平
定
し
、
か
く
し
て
「
秦
初
め
て
天
下
を
出
す
」
と
あ
る
。

そ
れ
は
萄
子
に
い
う
「
四
聖
勝
あ
る
」
の
数
（
彊
国
篇
）
、
賞
誼
の
い
う
「
六
界
の
余
烈
」
（
過
秦
論
）
を
つ
い
で
「
戦
国
を
併
呑
し
、
海
内

を
一
と
為
」
（
『
史
記
』
田
敬
畏
完
世
家
）
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
軍
事
的
成
功
を
う
け
て
次
に
始
皇
帝
は
こ
の
広
大
な
中
国
に
い
か

な
る
行
政
を
施
こ
そ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
紀
二
十
六
年
置
条
は
続
け
て
い
う
。



　
寡
人
選
砂
の
身
を
以
っ
て
兵
を
興
し
暴
乱
を
諒
す
。
宗
廟
の
霊
に
頼
り
、
六
王
威
く
そ
の
享
に
伏
し
、
天
下
大
い
に
定
ま
る
。
今
名
号

更
め
ざ
れ
ば
、
以
て
成
功
に
称
い
後
世
に
伝
う
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
帝
号
を
議
せ
よ
。

　
始
皇
帝
は
宗
祖
の
霊
力
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
か
つ
て
か
れ
ら
が
為
し
え
な
か
っ
た
功
業
を
こ
こ
に
樹
立
す
る
。
自
ら
の
責
任
に
お
い
て

統
治
す
べ
き
世
界
が
広
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
れ
に
見
合
っ
て
自
己
を
も
権
威
化
し
絶
対
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
丞
相
恩
義
ら
と
の
協

議
の
結
果
そ
れ
は
「
皇
帝
」
の
称
号
に
決
ま
る
。
「
焼
々
た
る
上
帝
」
の
意
で
あ
り
、
「
上
帝
」
の
地
上
に
出
現
せ
る
も
の
、
地
上
の
上

帝
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
自
称
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
「
成
功
に
称
う
」
呼
称
を
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
始
皇
帝
は
な
み
の

人
間
と
は
か
け
離
れ
た
存
在
、
絶
対
者
へ
と
転
身
し
た
。

　
恐
ら
く
地
上
の
上
帝
と
多
分
の
恐
れ
を
も
抱
い
て
呼
ば
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
広
大
な
世
界
の
支
配
者
と
し
て
始
皇
帝
は
ひ
と
り

立
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
政
治
的
実
績
こ
そ
「
帝
」
号
の
母
胎
で
あ
る
と
す
る
時
、
始
皇
帝
は
今
後
の
政
治
活
動
そ

の
も
の
に
お
い
て
も
不
断
に
皇
帝
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
つ
づ
け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
自
ら
択
び
と
っ
た
皇
帝
号
は
、

一
面
で
そ
の
座
の
不
安
定
性
を
も
秘
め
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
漢
以
降
の
い
わ
ゆ
る
受
命
者
の
天
子
と
は
自
ず
と
異
っ
た
論
拠
に
立
つ
か

ら
で
あ
る
。

　
帝
号
や
制
詔
の
呼
び
名
を
定
め
た
の
ち
の
議
論
は
、
そ
の
政
治
体
制
に
あ
っ
た
。
「
諸
侯
初
め
て
破
れ
、
」
燕
・
斉
・
荊
の
地
遠
し
。
た

め
に
王
を
置
．
か
ざ
れ
ば
、
以
て
こ
れ
を
填
む
る
こ
と
な
け
ん
。
請
う
諸
子
を
立
て
ん
。
」
こ
の
封
建
諸
侯
王
を
遠
隔
地
支
配
の
た
め
に
立
て

よ
う
と
す
る
丞
相
王
縮
ら
の
主
張
は
「
群
臣
皆
以
て
便
と
な
し
た
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
多
く
の
賛
同
者
を
え
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ
の
意
見
は
廷
尉
誌
面
に
批
判
さ
れ
、
さ
ら
に
始
皇
帝
そ
の
人
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
る
。
「
天
下
共
に
戦
闘
の
休
ま
ざ
る
を
苦
し
む
は
、

侯
王
あ
る
を
以
て
な
り
。
宗
廟
に
よ
り
天
下
初
め
て
定
ま
る
。
ま
た
復
た
国
を
立
つ
る
は
下
れ
兵
を
樹
つ
る
な
り
。
而
し
て
そ
の
寧
息
を

求
む
る
こ
と
宣
に
難
か
ち
ず
や
。
」
か
く
し
て
「
天
下
を
分
ち
て
以
て
三
十
六
郡
と
な
し
、
郡
ご
と
に
守
公
言
を
置
く
」
い
わ
ゆ
る
秦
の
郡

県
制
が
て
こ
に
ス
タ
ー
小
す
る
。
つ
ま
り
郡
県
制
の
採
用
は
、
始
皇
帝
・
李
斯
に
と
っ
て
は
従
来
の
三
代
封
建
制
の
限
界
が
た
だ
し
く
認

識
さ
れ
た
ケ
え
で
、
こ
れ
を
乗
り
超
え
る
新
支
配
の
形
式
、
皇
帝
の
称
号
に
正
し
く
対
応
す
る
心
痛
五
民
体
制
と
し
で
選
び
と
ら
れ
た
も

の
で
、
漠
然
と
従
来
す
る
郡
県
を
拡
延
し
て
み
せ
．
た
と
．
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
五
帝
以
来
の
空
前
の
領
域
世
界
を
今
後
と

も
に
十
分
に
運
営
管
理
し
て
い
く
た
め
の
武
器
こ
そ
皇
帝
と
そ
の
郡
県
体
制
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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統
一
の
年
二
十
六
年
の
『
史
記
』
三
皇
本
紀
に
は
さ
ら
に
二
つ
の
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。
一
つ
は
「
法
度
衡
石
丈
尺
を
一
に
し
、

車
は
軌
を
同
じ
ゅ
う
し
、
書
は
文
字
を
同
じ
ゅ
う
す
」
と
い
う
文
化
統
一
、
す
な
わ
ち
地
方
的
独
自
性
、
文
化
的
自
立
性
の
否
定
を
通
じ

た
一
元
化
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
秦
の
都
威
陽
へ
の
諸
文
化
の
集
申
化
で
あ
る
。

　
諸
言
及
び
章
台
上
林
は
、
皆
潤
南
に
在
り
。
秦
は
諸
侯
を
破
る
ご
と
に
そ
の
宮
室
を
写
放
し
て
こ
れ
を
威
逼
の
北
阪
上
に
作
り
、
南
の

か
た
潤
に
臨
ま
し
む
。
雍
門
よ
り
以
東
、
脛
潤
に
至
り
、
殿
屋
複
道
、
周
閣
相
属
す
。
得
る
所
の
諸
侯
の
美
人
鐘
鼓
、
以
て
こ
れ
に
充
入

す
。　

秦
の
都
洛
陽
を
飾
る
土
木
工
芸
、
宮
殿
楼
閣
は
、
す
べ
て
始
皇
帝
の
初
年
か
ら
計
画
的
に
各
署
侯
国
か
ら
移
植
さ
れ
模
造
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
や
が
て
造
営
さ
れ
る
極
廟
の
豪
華
さ
も
、
阿
房
宮
の
堅
牢
さ
も
、
諸
離
宮
の
色
鮮
か
な
調
度
の
品
々
も
、
す
べ
て
は
全
国
か
ら

呼
び
集
め
ら
れ
、
強
制
的
に
連
行
さ
れ
た
工
人
た
ち
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
間
を
直
道
が
走
り
抜
け
る
。
恐
ら

く
こ
う
b
て
日
ご
と
に
形
を
整
え
美
し
さ
を
増
す
威
陽
の
街
々
の
姿
そ
の
も
の
が
、
自
ら
を
上
帝
に
比
擬
す
る
始
皇
帝
の
誇
ら
か
な
存
在

証
明
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
都
は
か
く
し
そ
こ
そ
地
上
の
帝
者
の
住
む
に
価
す
る
場
と
な
る
。
政
治
も
経
済
も
文
化
も
万
事

が
こ
の
威
陽
の
街
か
ら
放
射
状
に
伝
播
す
る
。
こ
れ
が
始
皇
帝
の
構
図
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
戦
国
期
の
地
域
的
分
権
的
な
あ
り
よ
う
を
克
服
し
て
広
大
で
か
つ
多
様
な
諸
地
域
を
統
括
し
た
始
皇
帝
と
そ
の
臣
僚
に
よ
る

法
に
従
っ
て
の
一
元
的
支
配
の
体
制
が
、
郡
県
制
の
名
の
も
と
に
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
の
体
制
は
秦
を
襲
う
漢
も
共
有
す
る
。
そ
こ
で
次

の
問
題
は
こ
の
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
政
治
支
配
の
正
当
性
を
理
論
と
し
て
ど
う
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
秦
は
始
皇
帝
そ
の
も

の
の
権
威
に
根
拠
を
求
め
た
。
つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。
始
皇
帝
の
功
業
は
文
字
通
り
地
上
の
上
帝
の
所
為
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
三
皇
五

帝
の
功
業
を
も
超
え
る
偉
大
さ
を
発
揮
し
え
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
上
帝
1
1
皇
帝
か
ら
発
す
る
命
令
・
行
政
の
す
べ
て
は
、
ひ

と
つ
と
し
て
完
全
で
な
い
も
の
は
な
い
。
．
だ
か
ら
こ
そ
事
業
の
す
べ
て
も
完
遂
さ
れ
か
つ
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
始
皇

帝
の
政
策
や
指
示
に
反
対
し
批
判
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
神
を
恐
れ
ぬ
行
為
で
あ
り
明
瞭
な
誤
謬
で
あ
っ
て
、
当
然

否
定
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
始
皇
帝
は
そ
の
事
業
か
ら
し
て
も
、
人
を
超
え
た
神
、
上
帝
に
等
し
い
の
だ
か
ら
。

　
超
絶
的
な
権
威
を
示
す
と
と
も
に
自
ら
の
政
治
理
念
も
巻
狩
・
刻
石
を
通
じ
て
広
く
世
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
葺
石
に
誇
る
「
聖

世
」
を
現
実
に
支
え
る
事
象
、
た
と
え
ば
文
字
や
度
量
衡
や
通
貨
ら
は
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
通
用
す
る
一
つ
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
‘
経
費
の
か
さ
む
事
業
で
は
あ
る
が
、
完
遂
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
業
こ
そ
帝
た
る
も
の
の
存
在
証
明
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
紀
の
二
十
七
年
以
降
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
二
十
七
年
、
始
皇
巡
朧
西
北
地
、
過
回
中
焉
…
。
二
十
八
年
始
皇
東
行
郡
県
、
上
郷

峰
山
…
…
長
南
郡
由
武
関
帰
…
。
二
十
九
年
、
始
二
王
游
…
…
登
之
　
…
。
三
十
二
年
、
始
皇
之
隅
石
…
…
刻
隅
石
門
。
三
十
七
年
十
月

癸
丑
、
始
編
出
游
、
十
一
月
行
叢
雲
夢
…
…
至
銭
唐
、
臨
野
江
、
上
会
稽
、
従
江
乗
渡
、
蚊
海
北
至
最
邪
…
…
至
平
原
津
岩
沼
。
と
あ
る

よ
う
に
五
次
に
わ
た
っ
て
の
山
東
・
南
方
地
域
へ
の
巡
狩
、
そ
し
て
刻
石
で
あ
る
。
む
ろ
ん
三
十
二
年
の
南
方
・
北
方
経
営
、
翌
年
の
長

城
修
復
、
三
十
五
年
の
阿
房
宮
造
下
等
こ
の
間
に
大
き
な
事
業
が
介
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
二
十
六
年
統
一
の
際
丞
相
王
滝
ら
が

封
建
制
こ
そ
是
と
主
張
し
た
そ
の
主
た
る
理
由
が
「
燕
・
斉
・
荊
」
の
遠
隔
地
支
配
の
必
要
性
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
巡
新
刻

石
の
地
が
こ
れ
ら
の
諸
地
域
と
重
な
り
合
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
い
か
に
重
大
な
政
治
的
事
業
で
あ
っ
た
か
が
知
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
始
皇

刻
石
は
、
峰
山
・
泰
山
・
最
邪
言
・
之
　
・
東
観
・
砥
石
門
・
会
稽
の
七
種
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
盤
石
で
一
貫
し
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
始
皇
帝
が
六
国
を
平
定
し
て
民
衆
に
平
和
な
戦
争
の
な
い
世
界
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
法
に
よ
る
公
平
な
支
配
を
行
い
つ

つ
各
地
の
風
俗
を
匡
正
し
、
貴
賎
の
序
を
分
明
に
し
、
あ
わ
せ
て
各
人
が
遵
守
す
べ
き
規
範
を
明
確
に
し
た
こ
と
、
か
く
し
て
そ
の
結
果

と
し
て
い
ま
や
男
女
そ
の
業
を
楽
し
み
和
楽
す
る
平
安
な
世
の
中
が
出
現
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
例
を
あ
げ
よ
う
。
三
十
七
年
の
第
五
次
扁
爪
で
会
稽
雫
石
を
残
し
て
い
る
。
南
方
楚
の
地
方
色
の
濃
い
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
い

う
と
こ
ろ
は
要
す
る
に
秦
が
六
国
を
平
定
し
て
の
ち
「
秦
聖
国
に
臨
み
、
始
め
て
刑
名
を
定
め
、
旧
章
を
馬
歯
す
。
初
め
て
法
式
を
平
ら

か
に
し
、
審
別
職
任
、
以
て
恒
常
を
立
て
」
た
つ
か
く
し
て
従
来
男
女
間
男
と
か
く
風
紀
の
乱
れ
の
甚
し
か
っ
た
こ
の
地
も
「
大
治
濯
俗
、

天
下
風
を
承
廿
、
読
経
に
蒙
被
し
て
、
皆
な
色
度
に
遵
い
、
和
安
敦
勉
、
令
に
順
わ
ざ
る
な
き
」
泰
平
に
し
て
規
則
正
し
い
風
俗
へ
と
変

化
し
善
美
な
習
俗
に
立
ち
帰
っ
た
。
す
べ
て
始
皇
帝
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
秦
の
政
治
は
「
事
は
す
べ
て
法
を
上
ぶ
」
（
『
史
記
』
封
禅
書
）
も
の
で
、
最
終
的
に
は
「
王
の
み
独
り
天
下
を
制
し
て
制
せ
ら
る
る
こ
と

な
き
」
（
李
斯
上
書
）
専
制
体
制
を
目
ぎ
す
も
の
で
、
後
代
か
ら
「
暴
秦
」
と
批
判
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
に
こ
の
刻
下
の
建
立
さ
れ
た

十
年
間
、
都
威
陽
で
は
極
廟
や
阿
房
宮
と
い
っ
た
土
木
建
築
に
だ
け
で
も
、
三
十
三
年
「
諸
の
嘗
て
通
男
人
贅
婿
芸
人
」
、
三
十
五
年
「
隠

宮
徒
刑
者
七
・
十
余
万
人
」
が
徴
発
さ
れ
労
働
に
従
事
し
て
い
る
。
三
十
三
・
四
年
の
南
北
の
軍
事
行
動
に
は
い
っ
そ
う
多
く
の
人
民
が
駆

り
立
て
ら
れ
て
い
よ
う
。
刻
石
に
い
う
ほ
ど
の
「
聖
智
仁
義
」
で
は
な
い
。
焚
書
抗
儒
事
件
も
こ
の
間
に
起
っ
て
一
い
る
。
新
占
領
地
の
会
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稽
の
民
と
て
も
、
実
情
は
力
で
押
さ
え
つ
け
ら
れ
て
反
抗
の
余
力
を
奪
い
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
秦
の
国
家
権
力

を
背
景
に
し
て
「
始
定
刑
名
」
「
審
別
職
任
、
画
引
恒
常
」
、
か
く
し
て
人
民
は
「
威
承
聖
旨
、
貴
賎
分
明
」
の
社
会
秩
序
が
形
成
さ
れ
、

始
皇
帝
の
考
え
定
め
た
「
馬
面
」
「
明
法
」
に
順
で
あ
る
と
き
「
男
楽
其
事
、
事
各
有
序
」
の
理
想
世
界
が
出
現
す
る
。
，
い
わ
ば
始
皇
帝

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
作
ら
れ
た
平
和
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
平
和
で
も
貴
重
な
の
だ
と
始
皇
帝
は
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
司
馬
遷
は
始
皇
帝
の
功
業
を
「
世
を
変
異
せ
し
め
」
（
女
皇
本
紀
賛
）
た
も
の
と
称
え
る
。
た
し
か
に
「
功
は
五
帝
を
暑
い
、
沢
は
牛
馬
に

及
び
…
」
（
最
邪
台
刻
石
）
と
誇
る
に
足
る
事
業
で
あ
っ
た
。
文
字
や
度
量
衡
の
全
中
国
の
一
元
化
と
い
う
一
事
を
と
っ
て
み
て
も
、
ま
さ
に

大
事
業
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
業
を
通
じ
て
中
国
は
徐
々
に
一
つ
に
凝
固
し
て
い
っ
た
と
称
し
て
よ
い
。
秦
は
こ
う
し
た
統
一
国
家
の

具
体
的
内
容
、
実
質
作
り
の
段
階
で
突
如
瓦
解
す
る
。
始
皇
帝
・
二
世
に
よ
る
悪
善
な
政
治
、
支
配
層
内
部
に
お
け
る
軋
蝶
等
の
結
果
で

あ
る
が
、
一
面
そ
れ
は
国
家
統
一
及
び
そ
の
統
一
を
完
遂
し
て
い
く
た
め
の
基
盤
的
事
業
、
た
と
え
ば
文
字
・
度
量
衡
・
土
地
・
通
貨
等

々
の
一
元
化
の
た
め
一
の
た
め
の
事
業
に
全
精
力
を
消
耗
し
つ
く
し
て
の
破
滅
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
－
）

　
さ
て
、
秦
の
諸
制
度
を
そ
っ
く
り
踏
襲
し
た
漢
王
朝
で
あ
っ
た
が
、
む
ろ
ん
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
皇
帝
」
の

在
り
方
、
及
び
そ
の
理
論
づ
け
に
お
い
て
最
大
の
差
異
を
も
つ
。

　
通
常
垂
雪
は
秦
末
以
来
の
動
乱
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
社
会
経
済
の
恢
復
の
た
め
に
も
「
無
為
休
息
」
が
必
要
で
あ
り
、
事
実
そ
う
し
た

時
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
漢
王
朝
は
秦
の
に
わ
か
な
滅
亡
を
み
て
、
秦
の
国
家
の
思
想
的
骨
格
で
あ
っ
た
法
家
思
想
を
忌
み
嫌
う
。
↑
）

そ
し
て
い
う
ゆ
「
，
刻
削
に
し
て
仁
恩
和
議
な
き
」
（
始
皇
本
紀
）
秦
か
ら
「
寛
仁
な
る
長
者
」
（
高
祖
本
紀
団
円
祖
の
世
の
中
へ
と
推
．
移
し
、
こ
れ

に
見
合
う
「
簡
易
大
度
」
な
政
策
と
し
て
「
法
三
章
」
や
諸
功
臣
優
遇
の
た
め
の
「
郡
国
制
」
が
あ
る
、
と
コ
し
か
し
そ
の
結
果
は
黄
老

め
政
術
の
流
行
と
諸
侯
国
の
日
ご
と
の
肥
大
化
と
で
あ
っ
た
。

　
む
ろ
ん
秦
代
に
圧
迫
さ
れ
た
儒
生
の
復
活
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
行
動
派
の
叔
幅
飛
や
尚
書
を
伝
え
た
言
置
、
婁
敬
や
陸
質
の
折
衷

派
も
い
る
。
当
然
『
大
学
』
『
中
庸
』
『
易
』
『
春
秋
』
の
専
門
学
者
も
存
在
し
た
。
し
か
し
概
し
て
こ
の
期
の
儒
生
が
総
体
と
し
て
な

お
未
熟
で
あ
っ
た
こ
と
、
た
と
え
ば
曹
参
の
呼
び
か
け
に
「
百
を
以
て
言
う
」
る
儒
生
が
参
集
し
な
が
ら
、
し
か
も
儒
学
の
メ
ッ
カ
斉
魯

の
地
に
お
い
て
何
ら
有
効
な
政
術
を
こ
こ
に
見
出
し
え
な
か
っ
た
事
例
（
曹
相
国
世
家
）
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
時
儒
生
の
が
わ

に
天
下
国
家
の
十
分
な
政
治
的
展
望
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
姫
子
の
王
制
篇
等
に
見
ら
れ
る
政
治
志
向
は
い
つ
し
か
萎
み
、
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文
字
訓
詰
の
考
証
派
に
転
じ
、
斉
学
派
の
思
弁
も
な
お
十
分
に
開
花
し
な
い
。
秦
代
「
古
を
是
」
と
し
て
「
法
令
」
を
非
議
し
、
幽
そ
れ
に

よ
っ
て
逼
促
さ
れ
た
儒
生
は
、
改
め
て
自
ら
の
思
想
体
系
を
秦
漢
の
巨
大
な
統
一
国
家
の
出
現
と
い
う
現
実
に
照
し
て
再
構
築
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
歴
史
理
論
や
礼
制
の
整
備
、
あ
る
い
は
人
間
性
そ
の
も
の
を
見
つ
め
直
す
作
業
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
σ
脱
皮
の
時
期
で
あ
り
、
深
刻
な
模
索
期
で
あ
っ
た
。

　
文
景
期
、
対
外
問
題
は
よ
う
や
く
肥
大
化
し
て
中
央
政
府
を
悩
ま
し
続
け
る
国
内
諸
侯
国
問
題
と
連
動
し
て
き
わ
め
て
困
難
な
局
面
を

呈
し
て
い
た
。
い
ま
や
以
前
の
よ
う
に
中
国
繰
入
狭
と
い
っ
た
単
純
な
図
式
は
通
用
し
な
い
。
国
内
問
題
は
同
時
に
対
外
問
題
で
あ
り
、

そ
の
処
置
は
諸
侯
国
に
微
妙
に
反
応
し
た
。
こ
う
し
た
時
期
、
無
為
を
標
榜
す
る
道
家
の
思
想
は
い
ぜ
ん
と
し
て
隆
盛
で
あ
り
、
た
と
え

ば
今
日
に
伝
わ
る
．
「
老
子
」
や
「
荘
子
」
の
最
終
的
な
編
成
や
「
老
子
」
の
こ
と
ば
の
「
経
」
化
、
ま
た
儒
家
言
や
法
家
言
之
グ
ロ
ス
で

発
見
さ
れ
た
馬
王
謹
話
書
「
老
子
」
等
す
べ
て
こ
の
時
期
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
道
家
思
想
は
、
当
時
の
政
界
に
あ

っ
て
は
、
い
ま
や
国
際
的
な
諸
問
題
と
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
い
よ
い
よ
面
倒
に
な
っ
て
き
た
時
代
の
状
況
に
有
効
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
持
ち
前
の
消
極
性
は
か
え
っ
て
中
央
政
府
．
と
利
害
対
立
す
る
諸
侯
国
が
わ
の
論
理
を
代
弁
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
一
た
。
無
為
億
い
ま
や
中
央
政
府
の
強
幹
弱
枝
政
策
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
一
方
、
漢
初
か
ら
文
景
期
に
至
る
お
よ
そ
半
世
紀
の
時
間
を
か
け
て
よ
う
や
く
儒
家
思
想
も
成
長
し
、
拾
頭
の
気
運
を
迎
え
つ

つ
あ
っ
た
。
つ
と
媒
質
誼
ら
は
服
色
調
制
の
「
礼
」
制
度
改
革
を
唱
え
て
漢
王
朝
の
独
自
性
を
明
確
化
せ
よ
と
訴
え
る
。
な
ぜ
巨
大
な
秦

が
倒
れ
〉
農
民
の
子
壷
邦
の
天
下
に
変
っ
た
の
か
。
ま
た
変
っ
た
以
上
こ
の
漢
王
朝
の
特
殊
さ
も
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
過
秦

論
等
か
ら
知
ら
れ
る
こ
う
し
た
思
想
は
、
景
帝
こ
ろ
に
は
広
く
普
及
し
た
考
え
方
で
あ
り
、
事
実
そ
の
主
張
の
一
部
、
官
名
の
変
更
等
は

景
帝
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
期
の
儒
教
理
論
の
大
成
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
董
仲
野
で
あ
る
。
彼
甘
「
世
務
に
も
通
じ
、
文
法
に
も
明
識
し
、
経
術
を
以
て

繕
事
を
潤
飾
」
…
（
『
∵
漢
書
』
儒
林
伝
）
し
た
能
吏
で
も
あ
っ
た
。
黒
垂
以
来
の
博
士
で
も
あ
っ
た
。
な
う
ん
彼
の
本
道
は
、
『
漢
書
』
本
伝
や

『
春
秋
繁
露
』
．
「
等
か
ら
知
ら
れ
る
天
人
相
謬
説
に
も
と
づ
い
て
の
政
治
学
・
天
子
論
に
あ
る
。
骨
子
は
こ
う
で
あ
る
。
天
下
の
政
治
は
天

の
受
命
者
で
あ
る
天
子
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
天
子
は
刑
徳
の
二
面
を
用
い
て
万
民
を
管
理
教
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
ご
と
の
本
性

を
正
し
い
開
花
に
貢
ぐ
責
任
を
負
う
。
そ
れ
は
「
上
、
天
意
を
承
く
る
を
画
し
ん
で
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
受
命
者
の
責
任
な
の
で
あ
る
。
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い
う
と
こ
ろ
の
天
人
相
等
説
を
根
底
と
し
た
受
命
説
で
あ
り
、
秦
の
皇
帝
と
こ
こ
で
の
天
子
と
の
関
係
は
ま
た
次
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
。

「
天
地
・
陰
陽
・
四
時
・
日
月
・
星
暦
・
山
川
・
人
倫
に
通
じ
、
徳
天
地
に
偉
し
き
も
の
を
皇
帝
と
称
す
。
天
佑
け
て
こ
れ
を
子
と
す
。
号

し
て
天
子
と
称
す
」
（
三
代
改
年
質
文
篇
）
。
天
の
認
知
を
へ
た
皇
帝
が
天
子
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
天
子
は
特
殊
な
受
命
者
と
し
て
万
民

と
は
懸
絶
し
た
高
み
へ
引
き
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
高
み
は
天
と
実
際
に
は
二
重
写
し
に
映
じ
て
判
別
し
難
い
ほ
ど
に
二
体
化
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
支
配
の
論
理
と
そ
の
正
統
性
の
主
張
と
が
あ
る
。
｝
体
天
命
は
聖
人
で
な
け
れ
ば
行
え
ぬ
と
天
子
を
同
時
に
聖
人
と
規

定
す
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
法
令
や
行
政
の
す
べ
て
は
、
道
徳
的
で
あ
り
完
壁
で
あ
る
。
本
来
そ
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
回
路

か
ち
発
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
’
て
た
ま
た
ま
こ
の
回
路
に
違
反
す
る
時
、
天
は
民
衆
の
世
界
を
通
じ
て
警
告
す
る
。
こ
れ
が
災

異
で
あ
る
。
民
衆
は
こ
の
災
異
を
通
じ
て
天
意
を
了
解
し
、
自
ら
の
代
表
と
し
て
の
賢
人
を
送
っ
て
天
子
に
批
判
忠
諌
す
る
。
賢
人
と
さ

れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
民
衆
が
政
治
に
権
利
と
し
て
、
災
異
を
媒
介
に
し
つ
つ
発
言
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
構
想
が

現
実
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
民
衆
の
政
治
参
加
に
道
を
拓
く
重
要
な
論
理
で
あ
る
こ
と
は
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的

コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
で
あ
り
、
秦
の
一
枚
岩
の
皇
帝
1
1
上
帝
論
の
支
配
下
で
は
生
ま
れ
よ
う
の
な
い
論
理
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
漢
は
天
子
闘
皇
帝
を
天
の
受
命
者
と
自
ら
を
二
次
的
な
地
位
に
位
置
づ
け
た
と
き
、
一
面
で
は
秦
と
は
違
っ
た
絶
対
性
の
拗
棄

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
革
命
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
立
場
に
立
つ
が
、
伺
時
に
民
衆
と
の
政
治
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
獲
得
と
い
う
大
き

な
利
点
、
つ
ま
り
政
治
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
董
仲
野
の
天
に
集
約
さ
れ
た
政
治
理
論
は
、
戦
国
末
以
来
、
礼

や
法
や
時
令
や
道
ど
い
っ
た
原
理
追
求
の
流
れ
に
一
応
の
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
政
治
思
想
の
場
に
お
い
て

そ
う
で
あ
る
。

　
従
っ
て
董
仲
野
ら
の
こ
う
し
た
理
論
が
国
家
教
学
と
し
て
採
用
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
に
反
対
の
も
の
、
た
と
え
ば
道
義
以
上
に
権
力
を

重
視
せ
よ
、
と
説
く
も
の
や
天
子
の
専
制
体
制
に
反
対
し
て
地
方
分
権
を
説
く
も
の
等
は
、
当
然
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
漢
意
の
儒

教
一
尊
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
元
来
秦
は
法
家
、
漢
は
儒
家
の
思
想
を
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
正
当
の
教
学
と
措
定
す
る
が
、
実
は
こ
の
二
つ
の
国
家
に
お
け
る
支
配
の
現
実

を
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
条
件
下
で
追
求
し
た
結
果
が
、
た
ま
た
ま
こ
う
し
た
差
異
を
生
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。
．
そ
し
て
よ
り
遅
く
政
治
の
表

舞
台
に
登
場
し
た
儒
家
が
、
か
つ
て
の
歴
史
の
経
験
を
吸
収
し
な
が
ら
天
－
皇
帝
－
天
子
1
聖
人
の
構
図
を
描
き
な
が
ら
天
と
万
民
、
天
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と
天
子
、
政
治
と
道
徳
・
本
性
及
び
革
命
等
と
い
っ
た
諸
問
題
を
天
人
相
聞
の
視
点
を
軸
と
し
て
構
造
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
秦
漢
の
国
家
に
お
い
て
全
中
国
の
政
治
の
体
制
と
と
も
に
最
も
重
視
さ
れ
た
支
配
者
の
論
理
、
そ
の
位
置
づ
け
は
、
一
方
的
な
秦
始
皇

の
皇
帝
宣
言
か
ら
漢
武
石
の
こ
う
し
た
天
子
論
へ
と
到
達
し
て
安
定
的
に
落
着
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
り
の
理
論
的
完
成
で
あ

っ
た
と
．
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
武
帝
の
建
元
「
五
年
春
…
…
置
五
経
博
士
」
（
武
帝
紀
）
こ
と
と
な
る
が
、
実
は
こ
の
時
の
博
士
は
『
尚
書
』
『
春
秋
』
『
詩
』

の
「
三
経
博
士
」
で
あ
っ
て
「
五
経
博
士
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
時
の
下
調
の
宣
言
は
、
今
後
は
「
五
経
」
の
博
士
に
限
っ
て
博
士

官
に
立
て
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
、
の
意
味
で
あ
る
。
や
が
て
「
孝
宣
の
世
に
至
り
、
ま
た
大
小
夏
侯
尚
書
、
大
小
戴
礼
、
施
孟
梁
丘
易
、

肥
壷
春
秋
を
立
つ
」
（
『
漢
書
』
儒
林
伝
賛
）
で
五
経
博
士
が
充
当
さ
れ
、
さ
ら
に
元
帝
期
に
京
氏
易
、
平
茸
期
に
「
左
氏
春
秋
、
毛
詩
、
逸

礼
、
古
文
尚
書
」
と
古
文
系
博
士
も
登
場
し
て
い
よ
い
よ
学
官
は
充
実
す
る
。

　
「
右
の
次
第
は
、
漢
武
の
儒
教
一
尊
な
る
も
の
が
そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
ま
こ
と
に
重
大
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
ぎ
わ
め
て

不
備
な
形
で
ス
タ
」
ト
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
後
の
思
想
界
は
、
幽
ま
ず
公
孫
弘
に
よ
る
法
制
的
決
定
を
経
て
、
漢
武
の

体
制
の
補
強
・
補
完
を
任
務
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
上
述
の
博
士
官
の
充
当
や
経
典
の
個
教
化
の
み
に

限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
天
人
論
の
そ
の
後
の
展
開
や
礼
制
・
礼
教
の
社
会
化
、
あ
る
い
は
よ
り
包
括
的
に
儒
家
思
想
そ
の
も
の
を
捉

え
直
し
、
あ
る
い
は
孔
子
の
精
神
の
漢
代
的
展
開
そ
の
も
の
を
も
問
う
も
の
、
へ
と
発
展
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
武
帝
か
ら
宣
帝
に
至
る
間
に
六
、
七
十
年
の
歳
月
が
経
過
す
る
。
儒
教
が
独
占
的
に
国
家
教
学
の
地
位
を
え
た
う
え
で
の
半
世
紀
余
の

時
間
は
、
教
理
の
展
開
、
・
礼
教
の
社
会
化
、
地
域
へ
の
滲
透
等
を
考
え
る
場
合
、
決
し
て
短
い
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
こ
の
時
期
、

瀟
望
之
・
梁
丘
賀
．
夏
再
勝
．
章
延
滞
．
毒
悪
祖
・
ヂ
更
始
等
は
、
い
ず
れ
も
儒
教
の
教
養
を
武
器
に
は
な
ば
な
ル
く
政
界
に
活
躍
す
る
。

「
塩
鉄
工
」
の
編
輯
を
通
じ
て
一
家
の
言
を
成
そ
う
と
希
望
し
た
桓
寛
も
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
塩
鉄
論
」
中
の
文
学
の

士
も
ま
た
無
名
の
儒
家
の
徒
で
あ
る
。
社
会
的
雰
囲
気
も
「
子
に
黄
金
満
籏
を
遺
す
よ
り
は
、
一
経
に
如
か
ず
」
（
章
賢
伝
）
で
あ
っ
た
。

　
宣
帝
期
に
は
武
帝
の
中
末
期
、
三
旬
奴
戦
の
出
費
に
よ
っ
て
傷
め
つ
け
ら
れ
た
国
家
財
政
も
よ
う
や
く
恢
復
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

頃
か
ら
地
方
の
豪
族
、
大
土
地
所
有
者
た
ち
も
か
つ
て
「
郷
曲
に
武
断
」
（
『
史
記
』
平
準
書
）
し
て
国
家
権
力
と
敵
対
し
た
姿
勢
か
ら
一
転
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し
て
「
礼
教
」
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
率
先
者
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
む
ろ
ん
こ
れ
に
よ
っ
て
農
民
へ
の
収
奪
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は

な
い
こ
と
、
「
七
亡
七
死
」
（
飽
亘
伝
）
の
語
の
存
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
宣
帝
は
中
興
の
祖
と
称
さ
れ
る
。
た
し
か
に
彼
の
業
績
は
『
漢
書
』
の
賛
に
い
う
如
く
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
「
政
事
文
学
法
理
の
士
、

威
く
そ
の
能
を
精
し
く
す
」
（
本
紀
賛
）
と
い
う
人
材
の
活
用
は
見
事
で
あ
っ
た
。
国
家
が
権
力
の
独
占
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
る
以
上
、

か
の
有
名
な
「
王
覇
」
雑
揉
こ
そ
「
漢
家
の
制
度
」
と
捉
え
、
一
方
的
に
儒
教
に
任
ず
る
皇
太
子
を
「
わ
が
家
を
乱
す
者
は
太
子
な
ら
ん
」

（
元
帝
紀
）
と
難
じ
る
の
は
理
の
存
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
宣
最
期
、
飼
奴
は
稽
首
臣
従
し
て
青
嵐
以
来
の
懸
案
に
結
着
も
つ
き
、
内
政
面

で
は
酷
吏
も
登
場
し
、
信
賞
必
罰
の
体
制
も
整
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
皇
帝
臨
席
の
石
渠
閣
で
の
五
経
の
調
整
と
い
う
盛
事
も
挙
行
し

え
た
の
で
あ
る
。
宣
帝
期
は
か
く
し
て
国
の
内
外
と
も
に
安
定
と
充
実
を
誇
る
に
足
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
王
朝
繁
営
の
根
拠
は
、
歴
代
に
わ
た
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
皇
帝
権
力
の
強
固
さ
に
最
終
的
に
は
在
り
、
そ
の
さ
ら
な
る
根

源
は
漢
家
の
血
、
受
命
者
の
驚
喜
の
血
に
行
き
つ
く
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
宣
言
は
昌
邑
王
賀
の
廃
立
に
伴
っ
て
急
拠
民
間
か
ら

帝
位
に
即
い
た
も
の
で
、
そ
の
血
統
は
、
史
皇
孫
－
衛
太
子
一
武
帝
、
そ
し
て
高
祖
へ
と
連
な
る
。
こ
の
限
り
で
き
わ
め
て
正
統
的
で
あ

り
、
不
幸
な
死
を
遂
げ
た
衛
太
子
の
血
筋
と
あ
っ
て
同
情
も
あ
る
。
し
か
し
宣
帝
の
出
自
に
は
や
は
り
疑
問
が
あ
る
。
反
逆
罪
を
問
わ
れ

た
衛
太
子
一
族
の
た
っ
た
一
人
の
生
き
残
り
で
あ
り
、
そ
の
証
明
が
余
り
に
も
証
拠
の
揃
い
過
ぎ
た
不
自
然
さ
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
時
の
権
力
者
霧
光
が
宣
帝
を
擁
護
す
る
と
き
、
誰
れ
が
こ
の
疑
惑
を
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
こ
の
即
位
に
何
ら
か

の
疑
問
を
誰
か
が
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
宣
誓
に
せ
よ
霧
笛
に
せ
よ
何
ら
か
の
方
法
で
疑
念
を
払
拭
し
自
ら
の
正
統
性
を
明
確
に

し
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
即
位
初
年
の
本
工
元
年
九
月
「
並
置
集
黒
鼠
千
乗
」
（
本
伝
）
と
み
え
る
。
こ
の
さ
り
げ
な
い
記
述
こ
そ
実
に

そ
の
解
答
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
記
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
露
光
の
後
嗣
の
撰
択
が
正
し
く
、
宣
帝
の
出
自
も
由
緒
が
あ
り
、
こ

れ
を
天
が
嘉
納
承
認
す
る
が
故
に
こ
の
鳳
皇
と
い
う
黒
鳥
が
飛
来
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
宣
帝
出
自
の
証
明
の
仕
方
と
し
て
は
、
こ

れ
は
正
当
に
し
て
十
分
な
証
明
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
や
が
て
こ
の
瑞
祥
は
、
「
神
爵
」
「
五
鳳
」
「
甘
露
」
「
黄
龍
」
と
い
っ
た
年
号
の
呼
び
名
と
な
っ
て
宣
帝
期
の
全
時
代
を
覆
う
こ
と

と
な
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
に
瑞
祥
に
執
着
し
、
天
の
神
秘
力
に
籍
り
た
政
治
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
「
信

賞
必
罰
」
「
法
律
を
任
用
」
し
て
元
帝
の
気
弱
さ
を
責
め
る
宣
帝
と
は
違
っ
た
表
情
で
あ
る
。
宣
帝
は
明
ら
か
に
瑞
祥
や
神
門
に
対
し
て
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節
度
が
な
さ
す
ぎ
た
。
な
ぜ
瑞
祥
が
降
り
災
異
が
下
る
の
か
は
も
っ
と
き
び
し
く
一
つ
一
つ
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
干
定
国
の
伝
記

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
。
こ
れ
に
反
し
て
宣
帝
は
余
り
に
も
手
前
勝
手
に
自
己
の
正
統
性
の
証
明
の
切
り
札
と
し
て
濫
発
し
す
ぎ
る
の
で
あ

る
。
当
然
濫
発
の
後
果
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
つ
ば
濫
発
が
天
の
権
威
を
し
だ
い
に
失
墜
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
。
厳
延
年
の
こ
と
ば
に
端
的
に
示
さ
れ
る
（
酷
吏
伝
参
）
。
そ
し
て
二

つ
に
そ
れ
を
カ
バ
1
す
べ
く
い
っ
そ
う
天
の
権
威
が
こ
と
さ
ら
に
説
き
な
さ
れ
る
こ
と
。
こ
れ
が
識
緯
説
流
行
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い

く
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
｝
つ
の
問
題
を
一
気
に
「
天
」
と
の
か
か
わ
り
で
解
決
す
る
と
い
う
短
絡
的
な
風
潮
を
開
い
た

こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
成
三
期
の
風
潮
に
多
く
こ
の
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
、
宣
帝
は
単
純
に
中
興

の
主
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
漢
話
中
末
期
、
儒
教
一
尊
の
体
制
が
社
会
各
層
に
次
第
に
滲
透
し
て
い
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
う
弊
害
も
生
じ
は
じ

め
て
い
た
。
た
と
え
ば
修
学
は
禄
利
の
捷
径
だ
か
ら
で
あ
り
、
学
問
の
内
容
は
瑞
末
化
し
て
い
わ
ゆ
る
章
句
の
学
と
な
り
、
有
名
学
者
で

あ
れ
ば
世
間
は
不
法
を
も
「
玉
容
」
（
何
癖
直
）
す
る
。
「
天
人
相
与
」
の
学
は
さ
ら
に
節
度
を
喪
失
し
つ
つ
災
異
説
と
結
合
し
て
予
言
化

の
傾
向
を
強
め
、
一
方
「
経
典
」
に
い
う
理
説
は
現
実
と
一
致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
議
論
も
喧
し
い
。
廟
制
や
二
三
の
制
が
こ
れ
で
あ

る
。
む
ろ
ん
元
来
が
歴
史
的
な
由
来
も
あ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
だ
け
に
、
経
書
の
理
説
ど
お
り
に
片
の
つ
く
は
ず
も
な
い
。
議
論
は
二
転

三
転
し
て
決
定
を
み
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
経
典
の
理
説
が
現
実
の
政
治
を
動
か
す
ほ
ど
に
強
力
化
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
理
説
と
現
実
の
整
合
性
、
た
と
え
そ
れ
が
作
為
さ
れ
た
虚
構
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
聖
世
だ
と
す
る
観
点
に

次
第
に
近
づ
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
綾
和
元
年
、
成
帝
は
定
陶
王
欣
を
皇
太
子
と
し
て
迎
え
る
。
自
ら
に
嗣
子
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
が
哀
帝
で
あ
る
。
「
長
じ
て
文

辞
法
律
を
好
み
」
（
哀
帝
紀
）
「
落
下
を
彊
め
て
武
（
帝
）
宣
（
帝
）
に
則
ろ
う
」
（
哀
帝
紀
賛
）
と
し
允
哀
帝
は
、
即
位
す
る
や
外
戚
王
氏
一

門
の
排
除
弾
圧
を
準
備
す
る
一
方
で
田
土
及
び
納
言
の
所
有
制
限
令
を
発
す
る
。
こ
の
二
つ
い
ず
れ
も
現
実
に
結
実
し
た
と
は
い
い
難
い

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
当
時
最
大
の
事
案
で
あ
り
そ
れ
を
手
懸
け
よ
う
と
し
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
哀
帝
は
夏
干

良
ら
の
い
う
「
漢
暦
中
衰
」
「
再
受
命
説
」
を
・
・
つ
け
て
立
中
二
年
を
「
太
初
元
将
元
年
」
と
改
元
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
将
あ
る
い
は
大

暑
か
ら
脱
却
し
た
い
と
試
み
る
。
し
か
し
こ
れ
も
失
敗
す
る
。
病
い
も
「
自
若
」
と
い
う
。
こ
と
志
と
違
っ
て
哀
帝
の
事
業
は
万
事
裏
目
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に
出
る
。
成
肥
以
来
不
運
ば
か
り
が
漢
家
を
襲
う
。
病
み
が
ち
な
護
岸
に
も
嗣
子
は
な
い
。
二
代
続
い
て
そ
う
で
あ
る
。
血
は
い
よ
い
よ

薄
め
ら
れ
て
い
く
。
天
意
は
「
体
何
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
四
周
の
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
あ
る
日
哀
帝
は
寵
臣
董
賢
に
禅
譲
を

語
り
か
け
る
（
俵
幸
伝
）
。
董
賢
二
十
二
歳
、
高
安
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
「
与
人
主
偉
」
し
い
程
の
権
勢
を
誇
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
王
閃
の

「
天
子
に
戯
言
な
し
」
の
一
言
で
酔
余
の
一
件
と
し
て
落
着
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
哀
帝
の
不
運
な
生
平
を
思
う
と
き
、
こ
の
禅
譲

話
に
は
哀
帝
の
酔
余
と
い
う
以
上
の
も
っ
と
真
険
な
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
が
あ
っ
て
数
年
後
に
は
、
之

の
禅
譲
は
、
尭
舜
の
は
る
か
昔
の
仮
定
的
教
訓
的
な
事
件
か
ら
、
歴
史
の
現
実
の
事
実
へ
と
展
開
す
る
。
至
芸
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
。

　
漢
寒
中
末
期
を
代
表
す
る
思
想
家
は
、
町
鳶
と
揚
雄
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
き
わ
め
て
時
代
的
で
も
あ
る
二
人
の
思
想
家
の
業
績
は
、

ま
た
同
時
に
漢
武
以
降
の
思
想
の
展
開
の
い
ち
お
う
の
結
節
点
を
も
明
示
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
漢
書
王
鳳
は
「
五
経
は
聖
人
の
制
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
万
事
畢
ね
く
載
せ
ぎ
る
な
し
」
（
宣
元
六
王
難
）
と
い
い
、
匡
衡
は
「
六
芸
の
指

に
審
ら
か
な
れ
ば
、
則
ち
天
人
の
理
得
て
和
す
べ
く
、
草
木
昆
虫
得
て
題
す
べ
し
。
此
れ
永
久
不
易
の
道
な
り
」
（
匡
衡
伝
）
と
い
う
。
つ

ま
り
六
経
は
天
地
自
然
の
全
て
を
覆
う
完
全
性
を
備
え
て
い
、
自
然
界
を
も
包
括
す
る
真
理
性
を
も
っ
て
世
界
の
す
べ
て
に
責
任
を
持
ち

う
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
期
の
儒
生
の
こ
れ
は
常
識
的
な
見
解
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
「
専
ら
思
い
を
経
術
に
積
ん
」
（
劉
食
盛
）
だ
顔
向
も
、
こ
う
し
た
儒
教
観
を
根
底
と
し
な
が
ら
、
改
め
て
当
時
の
文
化
の
総
体
を
分
析

し
組
み
か
え
あ
ら
た
に
体
系
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
る
。
具
体
的
に
は
漢
王
室
の
典
籍
を
整
理
分
類
す
る
と
い
う
作
業
を
通
じ
で
の

こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
事
業
は
た
ん
な
る
書
目
の
作
成
の
域
を
超
え
て
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
文
化
の
総
体
を
儒
者
の
目
を
通
し
て
、
『
易
』

の
世
界
観
を
軸
に
し
て
再
構
築
し
、
か
つ
「
王
者
」
の
六
経
の
立
場
か
ら
一
一
の
作
品
の
位
置
づ
け
を
果
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
こ
こ
に
は
異
端
と
さ
れ
る
諸
子
の
書
も
含
ま
れ
る
。
諸
子
は
い
ま
や
た
だ
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
儒
教
の
立
場
に
、
『
易
』
の
原

理
に
す
べ
て
は
吸
収
帰
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
匡
衡
が
い
う
よ
う
に
六
経
が
世
界
の
す
べ
て
に
責
任
を
負
い
う
る
と
い
う
こ
と
の
ま
さ
に

具
体
例
こ
そ
劉
向
の
作
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
劉
向
に
企
図
さ
れ
そ
の
男
散
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
『
七
略
』
、
及
び
こ
れ
を
今
に
伝

え
る
『
漢
書
』
芸
文
志
は
、
い
わ
ば
闇
黒
以
降
の
儒
教
の
展
開
過
程
で
到
達
し
た
総
合
化
の
頂
点
的
な
事
業
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
漢
代
に
現
実
の
生
活
に
適
応
す
る
理
論
を
供
与
す
る
も
の
と
し
て
よ
く
読
ま
れ
た
書
物
は
、
『
易
』
『
春
秋
』
『
尚
書
洪
範
』
の
三
三
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で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
「
天
人
花
虻
」
の
世
界
を
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
人
は
だ
だ
天
に
従
属
し
そ
の
為
す
が
ま
ま
で
あ
れ

ば
よ
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
す
で
に
『
易
』
文
言
伝
で
大
人
1
1
聖
人
を
媒
体
と
し
て
乗
り
超
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え

ば
「
夫
れ
大
人
な
る
者
は
、
天
地
と
そ
の
徳
を
合
し
、
日
月
と
そ
の
明
を
合
し
、
四
時
と
そ
の
序
を
合
し
、
鬼
神
と
そ
の
吉
凶
を
合
す
。
」

こ
の
限
σ
で
は
大
人
は
自
然
の
秩
序
や
条
理
と
合
一
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
止
ま
る
が
、
一
歩
を
進
め
て
い
う
。
「
（
大
人
は
）

天
に
先
ん
ず
れ
ど
も
天
違
わ
ず
、
天
に
後
る
れ
ど
も
天
時
を
奉
ず
。
天
す
ら
且
つ
違
わ
ず
、
し
か
る
を
況
ん
や
人
に
お
い
て
お
や
、
況

ん
や
鬼
神
π
お
い
て
お
や
」
天
に
先
後
し
て
も
天
と
一
と
な
り
う
る
。
天
さ
え
大
人
の
行
動
に
歩
み
寄
る
。
大
人
と
い
う
特
殊
な
人
間
を

設
定
し
、
こ
れ
が
主
体
的
に
働
き
か
け
る
と
き
天
は
人
間
の
意
志
と
合
致
す
る
。
人
間
に
主
体
を
お
い
て
の
天
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
こ
れ

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
の
問
題
は
当
然
こ
う
な
る
。
つ
ま
り
未
来
を
啓
示
す
る
機
構
を
大
人
や
聖
人
と
い
う
特
殊
な
媒
体
を
通
じ
る
こ
と

な
し
に
、
つ
ま
り
純
粋
に
理
論
の
問
題
と
し
て
一
般
化
法
則
化
で
き
な
い
か
、
と
。
二
代
易
学
は
必
死
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
。
さ

ま
ざ
ま
な
技
法
が
考
案
さ
れ
た
。
し
か
し
結
局
は
六
十
四
卦
の
規
則
的
な
展
開
変
化
の
ル
ー
ル
の
発
見
は
科
学
的
に
不
可
能
で
も
あ
り
、

ま
た
卦
の
形
態
だ
け
な
取
り
あ
げ
て
論
ず
る
態
度
は
、
本
来
卦
辞
を
も
含
ん
で
全
体
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
の
易
の
否
定
に
も
つ
な
が
り

か
ね
な
炉
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
点
を
同
時
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
「
新
」
易
の
創
造
以
外
に
途
は
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

　
揚
雄
が
「
太
玄
経
を
『
易
』
に
模
し
て
作
る
」
と
い
う
と
き
に
は
、
こ
う
七
た
時
代
的
な
背
景
と
そ
の
解
決
の
た
め
の
用
意
と
が
存
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
揚
雄
は
こ
の
課
題
に
き
わ
め
て
機
械
的
定
命
的
な
『
太
玄
易
』
を
創
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
た
。
「
の
．
ち
に
揚
雄
は

『
論
語
』
に
似
せ
た
『
法
言
』
も
作
り
、
世
人
は
「
雄
は
聖
人
に
非
ざ
る
に
経
を
作
る
…
…
。
蓋
し
詠
絶
の
罪
な
り
」
（
揚
雄
伝
）
と
非
難

す
る
。
ヒ
そ
の
際
揚
雄
は
こ
れ
ら
の
述
作
は
、
孔
子
の
精
神
の
無
代
的
表
現
に
外
な
ら
ぬ
、
と
つ
っ
ぱ
ね
る
。
そ
れ
は
元
来
が
．
「
諸
子
が
そ
れ

ぞ
れ
自
分
．
の
知
見
を
述
べ
て
孔
子
の
主
張
を
ゆ
が
め
て
い
る
」
（
揚
雄
伝
）
の
を
是
正
し
た
い
が
た
め
の
起
稿
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
当
時
の

学
問
の
進
展
状
況
や
問
題
意
識
に
照
し
て
議
論
を
展
開
す
れ
ば
、
逆
に
理
解
も
さ
れ
ず
（
「
時
人
皆
な
こ
れ
を
馨
る
」
）
・
」
孔
子
離
れ
の
し

た
異
端
の
書
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
先
述
の
『
易
』
学
の
聴
聞
の
問
題
意
識
か
ら
し
て
も
、
実
際
は
次
の
飛
躍
を
う
る
止
め
に
は
、
ど

う
し
て
も
経
離
れ
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
を
も
辞
さ
ぬ
精
神
が
な
け
れ
ば
、
儒
教
そ
の
も
の
の
さ
ら
な
る
展
開

は
望
み
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
六
経
か
ら
離
れ
て
い
か
に
そ
れ
が
孔
子
の
精
神
の
今
日
的
な
表
現
だ
と
主
張
し
よ
う
と
も
、

そ
れ
に
抵
抗
し
、
疑
問
を
感
じ
る
も
の
が
存
す
る
こ
と
も
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
異
端
」
で
あ
り
「
諸
子
」
の
復
活
に
外
な
ら

一3
3

一



な
い
、
と
。
（
3
）

　
揚
雄
と
そ
の
批
判
者
と
の
立
場
は
、
実
は
そ
の
後
の
歴
史
の
中
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
漢
武
の
儒
教
一

尊
体
制
は
そ
の
施
行
以
来
よ
う
や
く
一
世
紀
を
経
て
、
儒
教
は
そ
の
教
団
の
教
義
と
学
問
一
般
と
の
最
初
の
衝
突
期
π
突
入
し
た
と
い
え

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
儒
教
以
外
の
分
野
で
の
理
解
に
も
変
化
を
呼
び
起
し
た
。
た
と
え
ば
従
来
の
老
荘
理
解
が
処
世
術
に
偏
し

て
■
い
た
も
の
を
、
」
斑
嗣
は
独
自
に
哲
学
的
な
荘
子
理
解
（
『
漢
書
』
肢
伝
）
を
示
す
。
そ
し
て
す
ぐ
近
い
後
代
に
よ
り
尖
鋭
に
論
理
的
に
孔

子
を
も
含
め
て
世
界
を
見
直
そ
う
と
す
る
桓
謳
．
王
充
ら
も
生
ま
れ
て
く
み
。
要
す
る
に
時
代
は
、
い
ま
流
れ
を
変
え
よ
う
と
し
て
満
ち

か
っ
た
ゆ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
秦
漢
期
の
ご
く
大
ま
か
な
思
想
史
的
素
描
で
あ
る
。
本
来
戦
国
か
ら
秦
漢
を
貫
く
基
調
は
「
統
一
」
願
望
で
あ
り
、
そ
の
歩
一

歩
の
実
質
化
で
あ
っ
た
。
秦
は
戦
国
の
分
裂
国
家
を
収
束
し
、
ひ
と
ま
ず
待
望
の
政
治
軍
事
的
統
一
を
果
し
、
上
に
天
子
の
あ
る
状
態
を

実
現
し
た
。
そ
し
て
こ
の
統
一
国
家
は
、
従
前
の
分
裂
国
家
の
た
ん
な
る
寄
せ
集
め
、
量
的
な
拡
大
に
止
ま
る
も
の
で
な
く
、
質
的
に
も

異
っ
た
対
応
を
為
政
者
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
実
感
と
し
て
も
そ
の
広
大
さ
は
、
人
の
想
縁
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
帝
と
’

そ
の
臣
僚
に
よ
る
全
中
国
の
一
元
的
な
郡
県
支
配
の
体
制
が
新
た
な
現
実
に
対
応
し
て
考
案
さ
れ
た
。
そ
れ
を
日
常
的
な
部
分
か
ら
支
え

る
も
の
が
、
文
字
度
量
衡
等
の
文
化
的
手
段
の
一
元
化
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
体
制
に
部
分
的
な
修
正
を
加
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

基
本
的
に
は
漢
も
こ
れ
を
引
き
継
い
で
王
朝
を
形
成
し
た
。

　
秦
漢
は
た
し
か
に
戦
国
か
ら
大
き
く
飛
躍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
全
く
前
代
と
断
絶
す
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
。

こ
の
こ
と
戦
国
的
現
象
の
尤
な
る
「
客
」
の
漢
半
期
ま
で
の
存
在
、
た
と
え
ば
言
論
王
の
下
に
参
集
し
た
客
を
思
い
み
る
と
き
明
ら
か
な

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
秦
漢
は
、
戦
国
を
継
承
し
つ
つ
そ
れ
と
の
重
層
的
な
関
係
、
ま
た
飛
躍
を
通
じ
て
独
自
の
体
制
の
発
見
そ
し

て
創
造
、
完
成
に
向
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
秦
か
ら
漢
初
に
か
け
て
の
時
期
は
、
戦
国
の
収
束
、
統
一
に
よ
る
新
体
制
の
模
索
創
始
期
で
あ
っ
，
た
。
そ
れ
は
政
治
行
政
・
思
想
の
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
。
試
行
錯
誤
を
へ
っ
つ
そ
れ
は
漢
武
期
ま
で
の
一
世
紀
に
お
い
て
、
統
一
の
実
際
も
そ
の
理
論

も
次
第
に
安
定
化
す
る
。
こ
の
こ
と
秦
に
お
け
る
皇
帝
1
1
上
帝
支
配
の
一
枚
岩
的
な
絶
対
の
論
理
と
、
漢
武
期
に
お
け
る
董
仲
静
の
「
受
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命
者
」
1
1
天
子
の
柔
構
造
、
天
子
と
民
衆
と
の
い
ち
お
う
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
獲
得
、
政
治
へ
，
の
道
義
性
の
導
入
、
革
命
の
論
理
の
発
見

等
と
を
思
い
み
る
と
き
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
儒
教
の
政
治
理
論
は
こ
の
と
き
い
ち
お
う
の
完
成
を
み
た
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　
漢
武
の
儒
教
一
尊
体
制
は
、
中
末
期
を
通
じ
て
社
会
に
強
く
滲
透
し
て
い
く
。
経
典
の
整
備
、
博
士
官
の
員
数
も
整
い
、
「
天
人
」
理

論
も
よ
り
普
及
す
る
。
政
界
に
活
躍
す
る
儒
教
の
人
士
も
輩
出
す
る
。
礼
讃
も
地
方
末
端
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
く
。
し
か
し
前
漢
盛

時
の
活
力
は
し
だ
い
に
斜
な
わ
れ
て
、
王
朝
の
中
蓋
や
大
終
が
人
々
の
心
を
騒
が
せ
る
。
不
幸
な
予
感
に
お
び
え
る
人
々
は
迷
信
に
走
り
、

識
緯
の
書
の
登
場
を
も
促
す
。
学
問
も
無
気
力
に
訓
詰
章
句
の
学
を
伝
え
る
。

　
こ
う
し
た
時
代
に
劉
向
・
揚
雄
が
登
場
す
る
。
彼
ら
に
お
い
て
儒
教
は
、
一
方
で
万
物
を
統
括
し
位
置
づ
け
る
原
理
と
な
り
、
一
方
で

時
代
の
問
題
を
直
接
的
に
追
求
す
る
新
儒
教
と
も
い
う
べ
き
も
の
へ
と
変
身
す
る
。
と
り
わ
け
揚
雄
の
場
合
は
、
儒
教
と
学
問
一
般
と
の

争
点
を
こ
の
時
代
に
提
供
し
た
。
王
充
ら
の
新
思
想
家
の
登
場
を
う
な
が
す
か
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
戦
国
か
ら
秦
三
期
の
思
想
界
は
さ
ら
に
要
約
す
れ
ば
、
お
お
よ
そ
以
上
の
如
く
で
あ
る
。

（
－
）

k
寛
仁
は
始
皇
帝
の
功
業
を
次
の
四
点
に
あ
る
と
す
る
。
一
は
秦
の
領
土
が
お
お
か
た
今
日
の
中
国
の
領
域
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
二
は
統
一
の

　
完
成
に
よ
り
戦
国
の
混
乱
状
態
に
終
始
符
を
う
っ
た
こ
と
、
三
に
統
一
の
事
態
が
、
政
治
経
済
に
か
く
だ
ん
の
進
歩
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
四
に
中

　
国
固
有
の
文
化
を
高
揚
せ
し
め
た
こ
と
。

　
　
「
秦
始
皇
」
上
海
人
民
出
版
社
一
九
五
八
。
な
お
世
界
史
的
意
味
で
「
中
国
」
を
形
成
し
た
最
初
の
帝
王
が
始
皇
帝
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お

　
き
た
い
。

↑
）

@
『
史
記
』
張
釈
之
伝

（
3
）@
『
後
漢
書
』
宝
器
伝
。
曹
褒
は
「
大
胡
当
自
制
礼
楽
、
以
示
百
世
」
と
唱
え
る
が
、
後
漢
王
朝
も
そ
の
礼
制
は
依
然
と
し
て
前
漢
叔
四
通
の
定
め

　
た
「
漢
儀
」
十
二
篇
を
用
い
て
い
た
コ
し
か
し
こ
れ
は
「
此
制
止
略
多
不
合
経
」
ゆ
え
に
条
々
改
正
せ
よ
と
の
章
帝
の
下
問
も
あ
っ
て
、
　
「
依
準
旧

　
典
、
雑
以
五
経
識
記
之
文
」
と
し
て
彼
は
天
子
か
ら
庶
人
に
至
る
ま
で
の
冠
婚
吉
凶
の
礼
百
五
十
篇
を
作
り
、
　
「
六
経
」
と
同
格
の
二
尺
四
寸
の
簡

　
に
記
録
し
た
。
し
か
し
章
帝
が
急
逝
し
、
和
帝
が
即
位
す
る
と
宮
廷
内
の
空
気
為
変
り
、
張
醜
・
張
敏
ら
は
「
（
曹
）
褒
は
檀
に
密
雲
を
制
し
、
聖
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術
を
破
乱
す
。
宜
し
く
刑
謙
を
加
う
べ
し
」
と
の
声
が
上
が
る
。
謙
刑
こ
そ
免
れ
た
が
、
改
正
礼
は
か
く
し
て
沙
汰
止
み
と
な
る
。
こ
れ
は
改
正
礼

の
問
題
で
あ
る
が
、
旧
貫
の
打
破
、
改
正
、
新
制
の
定
立
と
い
っ
た
も
の
が
「
異
端
」
　
「
邪
悪
」
視
さ
れ
易
く
、
し
か
も
政
治
的
に
利
用
さ
れ
論
議

さ
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
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