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〈
書
評
V

田
中
麻
紗
巳
著
『
両
漢
思
想
の
研
究
』

薄
井
俊
　
二

　
本
書
は
、
漢
代
を
中
心
と
し
て
中
国
古
代
思
想
の
研
究
に
ご
活
躍
中
の
著
者
の
、
ま
と
ま
っ
た
初
の
論
著
で
あ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
王
畿
督
か
ら
鄭
玄
・
何
休
ま
で
帳
代
儒
学
史
上
大
物
と
よ
び
う
る
者
は
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
ま
た
道
家
思
想
に
も
目
を
配
っ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
十
数
年
間
に
亘
っ
て
順
次
発
表
さ
れ
た
独
立
す
る
十
六
本
の
払
璽
X
を
補
訂
・

修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
評
す
る
に
当
っ
て
は
各
々
の
論
に
つ
い
て
紹
介
し
、
評
者
な
り
の
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
す

る
。

卜刃

ま
ず
本
書
の
構
成
を
見
る
為
に
目
次
を
掲
げ
る
。

序
説

第
一
章

　
序

　
第
一
節
　
董
仲
静
を
中
心
に
し
た
漢
代
の
自
然
観

　
第
二
節
　
『
春
秋
繁
露
』
考
察

　
　
一
　
五
行
諸
篇

　
　
二
　
離
合
根
等
三
篇

第
二
章
　
劉
向
・
楊
雄

　
序



第
一
節
劉
向
の
災
異
説

第
二
節
楊
雄
と
王
葬
・
新

第
三
節
　
　
『
法
言
』
と
春
秋
学

第
三
章
　
後
漢
の
儒
学

序第
一
節
　
　
『
白
虎
通
』
の
三
綱
説

第
二
節
質
蓬
の
思
想

第
三
節
　
許
慎
と
古
文
学

第
四
節
　
鄭
玄
「
発
墨
守
」
等
三
篇
の
特
色

第
四
章
　
何
休
の
思
想

序第
一
節
　
両
漢
の
外
戚
観
と
何
休
の
解
釈

第
二
節
　
「
進
」
か
ら
み
た
夷
旧
観

第
三
節
　
災
異
解
釈

第
五
章
　
道
家
思
想

序第
一
節
　
「
鵬
鳥
賦
」
と
『
荘
子
』

第
二
節
　
武
帝
期
の
黄
老
派
汲
鶏

第
三
節
後
漢
の
道
家
思
想

あ
と
が
き

卜惑

「
序
説
」
　
本
書
の
中
で
、
こ
の
「
序
説
」
の
み
が
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
思
想
史
上
に
お
け
る
両
漢
時
代
の
位



置
づ
け
、
意
味
づ
け
が
考
察
さ
れ
て
お
り
、
併
せ
て
著
者
の
こ
の
時
代
の
思
想
に
対
す
る
全
体
的
な
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
秦
漢
帝
国
成
立
よ
り
明
の
中
期
（
王
陽
明
以
前
）
ま
で
を
中
世
思
想
と
み
る
赤
塚
忠
説
、
「
准
南
子
」
ま
で
を
子
学
時
代
、
董

仲
野
以
降
を
経
学
時
代
と
す
る
三
友
蘭
の
旧
説
・
武
内
義
雄
説
を
紹
介
、
批
判
し
、
儒
学
を
中
心
に
考
え
る
と
「
両
漢
四
百
年
は
、
儒
学

が
漸
進
的
に
発
展
し
て
一
つ
の
完
結
に
至
る
時
代
」
（
P
6
）
と
と
ら
え
ら
れ
、
秦
の
法
家
独
尊
・
儒
学
断
圧
と
魏
晋
の
工
学
中
心
と
い
う

儒
学
か
ら
見
れ
ば
や
や
異
質
な
時
期
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
両
漢
の
時
代
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
時
期
と
考
え
る
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
ま
た
「
両
漢
の
思
想
界
が
流
動
性
の
乏
し
い
固
定
的
な
世
界
に
見
え
る
」
と
い
う
見
方
に
対
し
て
は
、
罪
代
は
諸
子
百
家
の
時
代
に
比

し
て
統
一
国
家
と
し
て
の
体
制
の
整
備
さ
れ
た
社
会
で
あ
り
「
思
想
が
体
制
社
会
の
中
で
役
割
り
を
与
え
ら
れ
、
又
、
存
在
意
義
を
問
わ

れ
た
」
（
P
6
）
時
代
で
あ
り
、
こ
う
し
た
思
想
を
と
り
ま
く
環
境
を
考
慮
に
入
れ
て
評
価
す
べ
き
だ
と
す
る
。

　
こ
こ
で
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
両
漢
時
代
に
お
い
て
思
想
が
与
え
ら
れ
、
果
た
し
た
役
割
り
と
は
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
本
書
を
ま
と
め
る
と
み
ら
れ
る
「
序
説
」
に
は
著
者
の
考
え
が
明
　
　
レ

言
さ
れ
て
い
な
い
。
各
論
の
中
か
ら
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
読
み
取
る
べ
巷
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
の
考
え
を
も
っ
と
力
説
し
明
　
　
迅

記
し
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
第
一
章
　
董
仲
静
と
『
春
秋
繁
露
』
」

　
「
董
仲
野
を
中
心
に
し
た
漢
代
の
自
然
観
し
は
、
客
観
的
・
科
学
的
と
さ
れ
る
見
方
に
対
比
さ
れ
て
、
決
し
て
高
く
は
評
価
さ
れ
て
い

な
い
漢
代
の
感
応
説
・
自
然
観
を
、
董
仲
静
の
そ
れ
を
中
心
と
し
て
改
め
て
検
討
し
評
価
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
董
仲
静
説
を
『
春
秋

読
響
』
同
類
相
置
網
か
ら
探
る
。
彼
は
、
陰
陽
を
共
有
す
る
自
然
と
人
間
と
の
間
に
は
等
質
性
…
全
体
性
が
あ
り
、
相
互
的
な
働
き
か

け
が
必
然
的
に
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
。
「
共
鳴
現
象
の
持
つ
必
然
性
と
相
互
性
か
ら
一
見
、
演
繹
的
に
降
雨
と
人
間
に
共
通
す
る
陰
陽

の
感
応
の
そ
れ
」
（
P
1
6
）
を
導
き
出
し
、
「
降
雨
は
制
御
可
能
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。
」
（
同
）
し
か
し
こ
の
推
究
は
「
科
学
的
・

客
観
的
に
見
れ
ば
、
現
象
の
質
的
差
異
の
認
識
に
欠
け
た
、
厳
密
さ
の
不
足
し
た
推
論
」
（
同
）
で
あ
り
、
し
か
も
こ
う
し
た
不
完
全
な
が

ら
も
機
械
的
機
構
で
自
然
を
考
え
る
一
方
、
天
に
救
い
を
求
め
て
も
お
り
、
彼
の
自
然
観
は
確
か
に
非
合
理
な
ま
ま
で
終
っ
て
い
る
。
そ

し
て
董
悪
世
が
あ
え
て
筍
子
に
逆
行
す
る
よ
う
な
こ
う
し
た
見
方
に
立
っ
た
の
は
、
彼
が
「
人
間
生
活
を
脅
か
す
旱
越
・
水
害
な
ど
の
自



然
災
害
か
ら
免
れ
た
い
、
と
い
う
切
実
な
願
い
に
正
面
か
ら
答
え
よ
う
と
し
た
」
「
現
実
重
視
の
姿
勢
に
根
ざ
し
」
（
P
1
9
）
て
お
り
、
人

間
を
包
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
自
然
を
見
る
と
い
う
複
合
的
・
有
機
的
な
認
識
、
ま
た
実
践
と
不
可
分
な
認
識
に
よ
っ
て
い
た
た
め
だ
と

す
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
う
し
た
全
体
的
・
能
動
的
自
然
観
は
、
「
識
緯
の
神
秘
主
義
」
と
「
王
充
的
合
理
主
義
」
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な

い
で
、
災
異
解
釈
の
一
理
論
と
し
て
劉
向
・
班
固
・
王
符
ら
に
継
承
さ
れ
て
ゆ
き
、
結
局
実
効
は
挙
げ
え
な
か
っ
た
が
、
「
実
践
と
の
結

び
つ
き
、
自
然
と
の
全
体
で
の
人
間
の
理
解
、
そ
し
て
陰
陽
に
よ
る
二
元
的
解
釈
」
（
P
2
7
）
と
い
っ
た
点
で
古
代
中
国
医
学
の
基
本
認
識

の
形
成
に
寄
与
し
た
と
評
価
す
る
。
著
者
ら
し
い
緻
密
な
考
証
に
よ
り
、
「
合
理
的
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
洗
い
直
し
た
の
も
と
言
え

よ
う
。

　
「
『
春
秋
繁
露
』
考
察
」
は
、
従
来
董
事
々
の
原
著
で
あ
る
の
か
疑
義
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
た
『
春
秋
繁
露
』
に
つ
い
て
、
そ
の
一

部
に
検
討
を
加
え
董
仲
野
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
五
行
諸
篇
」
で
は
、
主
と
し
て
五
行
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
九
篇
を
取
り
上
げ
、
五
行
対
第
三
十
八
・
五
行
之
義
塾
四
十
二
・

五
行
相
生
第
五
十
八
・
五
行
相
針
第
五
十
九
を
前
四
篇
、
五
行
順
逆
第
六
十
．
治
水
五
行
第
六
十
一
・
治
乱
五
行
第
六
十
二
・
五
行
変
救

第
六
十
三
・
五
行
望
事
第
六
十
四
を
後
五
篇
と
す
る
。
そ
し
て
前
四
篇
は
五
行
相
生
・
相
勝
説
を
用
い
て
徳
目
・
官
職
を
説
く
も
の
で
あ

り
、
　
『
漢
書
』
重
重
静
伝
や
『
早
々
論
』
論
蕾
篇
に
み
ら
れ
る
彼
の
説
と
の
関
連
が
あ
り
、
彼
と
の
結
び
つ
き
が
少
し
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
後
五
篇
は
相
生
・
相
勝
の
考
え
を
採
用
せ
ず
、
ほ
ぼ
時
令
説
を
用
い
て
災
異
を
言
い
、
む
し
ろ
『
尚
書
』
系
の
土
庄
解
釈
に
近
く
董

仲
野
と
の
結
び
つ
き
は
見
当
ら
な
い
と
結
論
す
る
。
本
論
は
本
書
所
収
の
中
で
は
最
も
早
く
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
緻
密
で
慎
重
な
著

者
の
研
究
態
度
が
色
濃
く
出
て
い
る
手
固
い
論
で
あ
る
。

　
次
の
「
離
合
根
塵
三
篇
」
は
、
道
家
的
・
法
家
的
色
彩
の
濃
い
と
さ
れ
る
離
合
根
第
十
八
・
立
元
神
第
十
九
・
保
位
権
第
二
十
の
三
篇

を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
君
主
の
「
神
」
で
あ
り
無
為
で
あ
る
あ
り
方
は
「
君
主
が
自
己
を
蔵
匿
し
な
が
ら
臣
下
の
特

質
を
精
確
に
掌
握
す
る
神
秘
的
な
機
能
を
保
ち
つ
つ
、
掌
握
し
た
臣
下
の
特
質
を
最
大
限
に
利
用
し
て
効
果
的
に
委
任
し
、
そ
し
て
成
功

を
確
実
に
す
る
」
（
P
5
4
）
、
「
実
利
的
と
も
呼
べ
そ
う
な
君
主
の
あ
り
方
」
（
P
5
9
）
で
あ
る
と
分
折
す
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
は
、
漢
初
の

黄
老
思
想
と
関
係
す
る
『
韓
非
子
』
大
権
篇
・
二
王
堆
漢
墓
業
平
老
子
乙
本
巻
前
古
選
書
・
『
准
南
子
』
主
術
篇
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た

と
す
る
。
更
に
こ
の
三
篇
に
は
董
仲
野
の
対
策
文
に
比
べ
客
観
性
や
思
索
の
深
さ
で
や
や
劣
る
も
の
の
「
道
義
を
重
視
す
る
儒
家
的
な
思

卜男



考
」
も
あ
っ
た
と
し
、
こ
う
し
た
黄
老
的
思
想
、
儒
家
的
思
想
の
混
在
す
る
三
篇
は
董
仲
静
の
若
年
の
著
述
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て

こ
の
二
つ
の
思
想
の
深
化
・
進
展
が
「
天
が
儒
家
的
理
念
を
踏
ま
え
て
、
地
上
の
権
力
者
を
制
御
す
る
と
い
う
」
（
P
6
5
）
後
の
天
謎
説
へ

つ
な
が
る
と
す
る
。

　
従
来
あ
ま
り
手
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
『
春
秋
話
説
』
本
文
に
検
討
を
加
え
た
本
論
は
、
誠
に
有
意
義
な
も
の
と
い
え
よ
う
し
、
『
春

秋
繁
露
』
に
董
仲
静
の
思
想
変
遷
の
反
映
が
あ
る
と
い
う
と
ら
え
方
も
、
示
唆
に
豊
ん
だ
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　
「
第
二
章
　
劉
向
・
楊
雄
」
で
は
、
前
漢
末
・
新
の
大
儒
劉
向
と
楊
雄
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
両
者
を
全
体
的
・
概
括
的
に
論
ず
る

と
い
う
よ
り
は
、
彼
ら
の
思
想
の
一
端
を
、
そ
の
特
徴
的
な
面
か
ら
摘
出
し
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
面
向
の
災
異
説
」
は
、
時
代
的
に
董
仲
野
と
識
緯
思
想
盛
行
の
中
間
に
位
置
す
る
鶴
翼
の
災
異
説
を
、
そ
の
機
構
と
機
能
の
両
面
か

ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
機
能
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
・
象
霜
柱
・
陰
陽
（
気
）
・
天
の
四
つ
の
理
論
の
組
み
合
わ
せ
か
ら

な
り
、
「
董
仲
野
な
ど
の
説
に
比
較
し
て
、
論
証
の
複
雑
化
・
緻
密
化
に
よ
っ
て
説
得
力
の
強
化
」
（
P
7
4
）
が
図
ら
れ
て
お
り
、
「
前
兆
の

意
味
を
加
え
る
こ
と
で
、
災
異
の
持
つ
意
義
を
深
め
て
い
る
」
（
同
）
と
す
る
。
し
か
し
彼
の
考
え
は
あ
く
ま
で
過
去
の
事
例
を
解
釈
す
　
　
翫

る
の
に
前
兆
を
考
え
る
に
止
ま
り
「
当
時
の
予
言
へ
進
む
傾
向
を
否
定
し
て
、
よ
り
客
観
的
な
性
格
を
備
え
よ
う
と
」
（
同
）
し
た
も
の
で
　
ヨ

あ
る
と
す
る
。
機
能
に
つ
い
て
も
「
基
本
的
に
は
董
仲
督
の
を
継
承
し
て
お
り
、
君
主
権
の
確
立
及
び
道
義
に
契
っ
た
為
政
と
行
動
と
を
、

君
主
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
P
7
6
）
と
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
機
構
・
機
能
を
持
つ
劉
向
の
災
異
説
は
、
識
緯
説
へ
と
流
れ
る
前

漢
後
半
期
の
災
異
説
の
主
流
－
畦
弘
以
来
の
「
漢
王
朝
が
現
実
に
衰
退
し
て
い
く
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
れ
と
相
関
連
し
て
発
展
し
た
と

思
え
る
歴
運
の
考
え
を
取
り
入
れ
、
そ
し
て
劉
氏
王
朝
の
命
運
を
考
察
す
る
」
（
P
7
9
）
も
の
一
と
は
別
の
一
つ
の
流
れ
と
し
て
、
魯
学
派

と
密
接
し
な
が
ら
、
後
漢
に
古
文
学
が
育
つ
一
因
に
な
っ
た
と
す
る
。

　
本
論
は
曖
昧
に
な
り
が
ち
な
災
異
説
の
様
々
な
性
格
を
、
下
向
の
立
場
を
一
つ
の
基
準
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
も
言
え
、
本
書

の
中
で
も
最
も
明
解
な
論
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
「
楊
雄
と
王
葬
・
新
」
で
は
、
ま
ず
楊
雄
の
「
劇
秦
美
新
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
は
「
古
文
学
説
に
依
拠
し
た
と
さ
れ
る
彼
（
即
王
葬
l

l
評
者
）
の
姿
勢
、
礼
教
の
ゆ
き
わ
た
っ
た
儒
教
国
家
と
、
大
地
主
の
介
在
を
排
し
て
直
接
に
自
作
小
農
民
層
を
基
盤
と
す
る
社
会
と
を

目
指
す
そ
の
姿
勢
」
（
P
8
8
）
を
具
体
的
・
歴
史
的
に
評
価
し
称
え
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
『
法
言
』
孝
至
篇
の
「
漢
興
二
百
一
十



載
、
而
中
天
其
庶
　
乎
」
と
い
う
語
な
ど
の
検
討
を
行
い
、
楊
雄
は
歴
運
の
考
え
に
よ
っ
て
漢
－
新
の
交
替
を
認
め
、
且
つ
王
学
の
禅

譲
を
円
滑
な
変
動
で
あ
る
と
肯
定
し
て
い
た
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
讃
美
の
王
葬
へ
の
こ
う
し
た
賛
同
の
根
底
を
考
察
し
、
彼
は
自
己
の

不
遇
と
哀
帝
期
の
状
況
へ
の
失
望
か
ら
超
俗
的
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
漢
朝
の
存
在
へ
の
疑
念
へ
、
更
に
新
・
増
発
へ
の
期
待
へ
と

つ
な
が
つ
た
と
み
る
。
ま
た
彼
に
は
道
家
的
思
惟
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
思
想
的
立
場
は
、
「
当
時
の
変
動
状
態
へ
の
怜
倒
な
観
察
か
ら

く
る
打
算
的
な
意
図
」
（
P
…
…
）
が
み
ら
れ
る
班
嗣
等
と
は
異
な
り
、
「
体
制
内
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
儒
家
的
教
養
が
身
に
浸
み
た
人
間
」

（
同
）
が
「
道
家
思
想
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
ち
う
る
か
」
（
同
）
を
正
面
か
ら
考
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
根
本
的
な
認
識
の
次
元
で
『
老
子
』

や
『
荘
子
』
の
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
、
儒
家
の
教
理
を
実
践
に
お
い
て
評
価
す
る
」
（
p
㎜
）
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
本
論
は
、
王
葬
へ
接
近
し
た
為
、
無
節
操
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
楊
雄
の
立
場
を
、
当
時
の
社
会
・
思
想
状
況
を
配
慮
し
て
再
評
価
し

た
も
の
で
、
「
序
説
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
体
制
内
で
の
儒
家
的
知
識
人
の
思
想
と
行
動
」
と
い
う
問
題
の
一
つ
の
答
え
と
も
な
っ
て

い
る
。
ま
た
今
後
行
わ
れ
る
べ
き
四
葬
・
新
へ
の
学
術
的
再
評
価
の
先
駆
的
論
と
も
言
え
よ
う
。
．

　
「
『
法
言
』
と
春
秋
学
」
は
、
県
界
の
晩
年
の
作
と
さ
れ
る
『
法
言
』
と
春
秋
学
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
『
法
言
』

は
『
公
羊
』
を
正
統
下
し
て
そ
の
説
を
多
く
採
用
し
、
『
左
伝
』
の
性
質
を
知
り
な
が
ら
主
に
史
実
に
注
目
し
、
そ
し
て
『
穀
梁
』
の
解

釈
も
理
解
し
て
い
た
」
（
p
…
…
）
と
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
柔
軟
な
態
度
は
、
例
え
ば
「
什
＝
の
税
に
関
す
る
見
解
に
「
前
漢
末
・
王

三
期
の
税
法
や
土
地
制
度
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
表
明
し
た
、
と
も
推
測
さ
れ
る
」
（
p
鵬
）
よ
う
に
、
彼
が
現
実
へ
の
関
心
、
自
分
の

立
場
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
。

　
「
第
三
章
　
後
漢
の
儒
学
」
は
、
後
漢
思
想
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
四
つ
の
事
柄
・
人
物
を
考
察
し
て
い
る
が
、
次
章
の
何

休
と
併
せ
て
、
後
漢
の
思
想
界
を
本
格
的
に
論
じ
た
数
少
な
い
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
章
と
同
様
、
概
論
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
柄
の
あ
る
重
要
な
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
『
白
虎
通
』
の
三
綱
説
」
で
は
、
中
国
に
お
い
て
長
い
間
強
制
力
を
持
っ
て
き
た
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
問
題

と
す
る
三
綱
説
を
、
そ
れ
が
初
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
記
述
さ
れ
る
『
白
虎
通
』
三
綱
六
事
篇
を
中
心
に
、
そ
の
思
想
史
的
系
譜
な
ら
び

に
意
義
を
考
え
る
。
ま
ず
『
白
虎
通
』
の
「
綱
」
の
考
え
は
二
説
の
流
れ
を
う
け
て
い
る
と
す
る
。
一
つ
め
は
、
君
父
夫
は
そ
れ
ぞ
れ
臣

子
妻
の
綱
（
す
べ
ま
と
め
）
で
あ
り
、
君
臣
等
は
一
方
的
関
係
で
あ
る
と
す
る
も
の
。
こ
の
考
え
は
君
臣
を
第
一
と
し
て
君
主
の
一
方
的

一8
4
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立
場
を
説
く
『
韓
非
子
』
忠
孝
篇
章
の
法
家
の
考
え
や
「
『
孝
経
』
の
説
が
無
代
に
継
承
さ
れ
、
父
子
そ
し
て
夫
婦
も
君
臣
の
下
に
位
置

づ
け
て
強
い
君
主
権
が
父
子
・
夫
婦
を
も
貫
徹
す
る
考
え
と
な
り
」
（
　
8
P
2
）
、
そ
れ
が
礼
緯
を
経
て
『
白
虎
通
』
へ
至
っ
た
も
の
と
す
る
。

も
う
一
つ
は
、
君
臣
等
の
関
係
を
陰
陽
に
比
擬
し
、
綱
（
結
び
つ
き
）
に
よ
り
相
互
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
。
こ
の
考
え

は
、
父
子
等
の
関
係
を
道
徳
的
・
双
務
的
な
も
の
と
見
、
君
臣
と
父
子
と
の
間
の
関
係
な
ど
は
あ
ま
り
厳
密
に
考
え
な
か
っ
た
見
方
が
、

『
春
秋
繁
露
』
基
義
篇
に
お
い
て
陰
陽
説
と
結
び
つ
け
ら
れ
『
白
虎
通
』
に
受
け
継
が
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
基
本
的
に
や
は
り
綱
は

「
天
下
を
張
理
」
す
る
所
以
だ
が
、
こ
の
篇
（
基
義
篇
－
評
者
）
は
更
に
「
五
常
」
（
仁
義
礼
智
信
一
評
者
）
な
ど
の
観
念
を
用
い
て

道
義
的
、
倫
理
的
に
も
解
釈
し
、
換
言
す
れ
ば
儒
家
的
に
潤
色
す
る
と
解
さ
れ
る
」
（
　
3
D
ム
q
O
）
と
し
、
「
君
臣
な
ど
を
相
互
的
関
係
と
す
る

見
方
で
、
一
方
的
関
係
と
す
る
の
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
」
（
同
）
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
本
論
は
、
近
年
概
括
的
研
究
が
少
し
ず
つ
な
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
『
白
虎
通
』
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
全
体
像
の
解
明
に
は
必
要
で
あ

り
な
が
ら
地
味
で
あ
る
が
為
に
後
ま
わ
し
に
さ
れ
て
い
た
観
の
あ
る
各
論
研
究
に
取
り
組
ん
だ
有
意
義
な
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
質
蓬
の
思
想
」
で
は
、
左
伝
を
識
緯
と
結
び
つ
け
そ
の
立
学
を
求
め
た
為
、
「
曲
学
阿
世
の
風
」
あ
り
と
も
評
さ
れ
る
質
蓬
を
取
り
上

げ
、
学
者
と
し
て
の
彼
の
立
場
の
再
評
価
を
は
か
る
。
ま
ず
質
蓬
が
左
伝
以
外
の
穀
梁
等
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
識
緯
の
利
用
は

当
時
に
お
い
て
さ
し
て
特
色
と
は
言
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
『
左
伝
』
と
母
方
と
の
結
合
に
よ
っ
て
、
質
蓬
自
身
や
左
氏
学
派

が
天
子
の
優
遇
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
の
は
疑
わ
し
い
」
（
p
雄
）
と
す
る
。
そ
し
て
彼
に
は
「
儒
家
の
教
説
を
守
り
な
が
ら
融
通

性
を
持
っ
て
体
制
社
会
に
適
応
し
よ
う
と
す
る
考
え
」
（
　
5
P
4
　
1
）
が
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
「
時
に
は
他
学
派
の
主
張
を
も
採
用
す
る
態
度
、

及
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
幅
の
広
い
主
張
」
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
確
か
に
後
漢
に
は
識
緯
尊
重
の
風
が
あ
っ
た
が
、
「
後

漢
前
期
の
人
々
の
熱
心
な
識
緯
依
拠
の
底
に
は
、
冷
や
や
か
な
そ
れ
へ
の
認
識
が
あ
り
」
（
　
8
P
4
）
質
蓬
も
「
識
緯
の
実
態
を
精
確
に
把
握

し
た
上
で
こ
れ
を
効
果
的
に
利
用
し
た
」
（
　
7
P
4
　
1
）
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
ま
た
彼
は
学
問
な
ど
を
棄
て
て
現
実
を
逃
避
す
る
者
達
に
理
解

を
示
し
つ
つ
も
、
彼
ら
を
推
挙
す
る
な
ど
現
実
に
お
い
て
有
為
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
質
蓬
は
体
制

社
会
に
お
い
て
「
中
庸
」
の
徳
な
ど
を
守
り
な
が
ら
、
儒
学
の
理
念
を
古
文
学
派
の
立
場
か
ら
、
現
実
的
に
柔
軟
に
実
現
し
て
い
く
途
を

歩
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
（
　
2
D
轟
5
　
1
）
と
す
る
。

　
本
論
は
前
章
の
楊
雄
と
同
じ
く
体
制
内
の
知
識
人
の
一
つ
の
あ
り
方
を
描
い
た
も
の
と
言
え
、
ま
た
実
際
の
政
治
・
学
問
と
霧
隠
と
の

卜適



関
係
に
つ
い
て
も
示
唆
に
富
む
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
雪
白
と
古
文
学
」
で
は
、
従
来
『
説
文
難
字
』
の
著
者
と
し
て
し
か
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
許
慎
の
思
想
を
、
彼
の
著
で
あ
る
『
五
経

異
義
』
を
中
心
に
、
当
時
の
経
学
説
と
の
関
連
か
ら
考
察
す
る
。
ま
ず
『
五
経
異
義
』
侠
文
の
中
か
ら
、
親
迎
・
逆
祀
・
純
臣
・
愛
郷
・

感
興
の
問
題
を
と
り
出
し
て
、
今
文
・
古
文
両
説
を
比
較
検
討
し
、
「
『
異
義
』
に
お
い
て
聖
岳
は
、
全
般
的
に
古
文
学
説
に
立
脚
し
な

が
ら
、
時
に
は
自
己
の
判
断
に
基
づ
く
自
由
な
解
釈
も
下
し
、
又
、
そ
の
全
体
の
解
釈
が
実
証
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
後
漢
の
統
治
機
構
と

結
び
つ
く
今
文
派
の
主
張
を
批
判
す
る
と
思
わ
れ
た
。
…
…
自
ら
の
考
え
を
古
文
派
ら
し
い
実
証
性
と
、
時
に
は
古
文
説
も
否
定
す
る
独

自
性
と
で
支
え
て
い
た
」
（
　
7
　
　
　
　
0
0
P
6
～
P
6
　
望
↓
　
　
　
　
　
－
）
と
結
論
づ
け
る
。
更
に
許
慎
が
『
説
文
』
の
本
文
で
識
緯
線
の
解
釈
に
妥
協
的
に
も
見
え
る
が
、

実
は
、
彼
の
師
の
賞
蓬
の
場
合
と
同
じ
く
、
識
緯
説
を
冷
静
に
認
識
し
、
鋭
い
洞
察
に
よ
っ
て
取
捨
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
彼
が
こ

う
し
た
高
い
客
観
性
を
備
え
た
階
段
へ
至
り
え
た
こ
と
と
彼
の
比
較
的
低
い
出
自
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「
鄭
玄
「
発
墨
守
」
等
三
篇
の
特
色
」
は
、
鄭
玄
が
何
休
の
考
え
を
批
判
し
た
、
「
発
墨
守
」
「
箴
膏
盲
」
「
釈
廃
疾
」
の
三
篇
の
思
想

を
考
察
す
る
。
ま
ず
製
表
が
何
休
の
説
を
取
り
入
れ
て
い
る
場
合
も
、
自
分
の
立
場
に
立
っ
て
折
中
し
て
の
吸
収
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
、

次
い
で
塾
生
説
に
反
対
し
て
い
る
「
君
主
・
臣
下
の
あ
り
方
」
の
問
題
の
検
討
を
通
じ
て
「
皇
土
は
…
い
わ
ば
一
貫
し
て
理
想
主
義
的
な

姿
勢
に
あ
る
と
解
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
鄭
玄
は
、
あ
く
ま
で
も
儒
家
的
思
考
の
枠
内
で
だ
が
、
ほ
ぼ
実
務
を
重
ん
じ
る
現
実
的
な
考

え
を
示
し
て
い
た
」
（
　
6
P
8
）
と
す
る
。
次
い
で
こ
の
三
篇
が
彼
が
党
鋼
の
列
に
連
な
り
蟄
居
さ
せ
ら
れ
て
い
た
壮
年
期
の
作
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
当
時
の
党
人
派
の
儒
家
的
知
識
人
が
持
っ
て
い
た
望
ま
し
い
国
家
の
あ
り
方
1
「
皇
帝
が
外
戚
・
豪
族
と
の
妥
協
で
統
治
の
安

定
を
保
つ
国
家
、
具
体
的
に
は
後
漢
前
期
の
明
・
章
期
の
よ
う
な
治
世
」
（
P
9
）
！
の
反
映
が
「
発
墨
守
」
等
三
篇
に
あ
る
の
だ
と
す
る
。

　
「
第
四
章
　
何
休
の
思
想
」
は
、
「
春
秋
公
羊
伝
」
の
注
釈
者
と
し
て
「
公
羊
逃
腰
」
の
序
な
ど
か
ら
従
来
そ
の
歴
史
観
な
ど
が
議
論
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
何
休
の
思
想
を
、
『
春
秋
公
集
解
詰
』
そ
の
も
の
の
中
に
彼
の
意
図
が
少
な
か
ら
ず
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
立

場
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
注
」
と
い
う
制
約
の
あ
る
資
料
を
丁
寧
に
解
読
し
何
休
の
思
想
を
様
々
の
方
面
か
ら
取
り
上
げ
た
労

作
群
で
あ
る
が
、
ま
だ
各
論
に
止
ま
り
彼
の
全
体
像
を
ま
と
め
る
論
文
が
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
本
章
所
収
の
論
文
が
最
も
新
し
い
も

の
で
あ
り
、
現
在
の
著
者
の
興
味
は
何
休
に
注
が
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
今
後
の
続
篇
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
両
建
の
外
戚
観
と
何
休
の
解
釈
」
で
は
、
ま
ず
妾
の
子
が
即
位
し
た
と
き
の
生
母
の
処
遇
に
つ
い
て
、
妾
母
の
厚
遇
を
説
く
左
舞
説
、

↑ヨ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嫡
妾
の
区
別
を
厳
に
す
る
穀
梁
説
、
「
「
関
下
子
忌
」
の
語
に
立
脚
し
て
妾
母
を
尊
び
つ
つ
、
し
か
も
嫡
妾
の
区
別
を
も
示
し
」
（
P
2
0
）

両
説
の
中
間
に
位
置
す
る
公
羊
説
の
三
つ
の
解
釈
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
現
実
に
は
公
羊
の
説
は
「
妾
母
・
傍
系
出
身
者
の
堅
田
が
大

部
分
で
あ
っ
た
両
軍
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
帝
母
と
そ
の
一
族
の
尊
貴
を
理
由
づ
け
る
役
割
り
を
、
事
実
と
し
て
果
た
し
た
の
で
あ

る
。
両
漢
で
天
子
の
母
党
の
外
戚
の
権
勢
を
理
論
上
支
え
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
」
（
2
D
＾
1
2
）
と
す
る
。
そ
し
て
何
休
は
三
士
を
十
分
に
理

解
し
た
上
で
「
公
羊
説
の
内
容
全
体
を
、
実
質
的
に
は
継
承
」
（
7
D
＾
ー
ム
2
）
し
て
お
り
、
「
耳
管
で
の
天
子
の
母
党
の
外
戚
の
尊
貴
は
認
め
な
が

ら
、
そ
の
限
度
も
求
め
た
」
（
　
O
P
2
　
2
）
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
う
し
た
解
釈
の
背
景
に
は
、
彼
が
宙
官
達
に
よ
っ
て
弾
圧
さ

れ
た
党
人
派
の
一
人
で
あ
り
、
「
妻
党
の
外
戚
の
政
治
勢
力
に
も
、
少
し
期
待
を
抱
い
て
」
（
P
2
　
2
）
お
り
、
こ
う
し
た
当
時
の
現
実
へ
の
関

心
が
禁
鋼
中
に
執
筆
さ
れ
た
『
春
秋
公
羊
解
詰
』
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
「
「
進
」
か
ら
見
た
夷
狭
観
」
で
は
、
「
夷
狭
進
至
於
爵
」
（
公
羊
隠
元
何
注
）
と
い
う
考
え
に
注
目
し
、
何
休
は
、
華
言
を
厳
し
く
区

別
し
な
が
ら
、
夷
狭
の
諸
夏
へ
の
漸
進
的
な
移
行
を
認
め
、
そ
こ
に
夷
狭
の
中
国
と
合
一
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
す
る
「
公
虚
伝
」

の
考
え
を
更
に
一
歩
深
め
、
富
田
の
「
進
」
を
、
「
中
国
の
礼
の
修
得
や
そ
の
統
治
者
へ
の
服
事
の
他
、
中
国
と
の
交
通
も
含
む
」
（
　
3
P
3
　
2
）

広
い
も
の
と
解
し
、
「
こ
れ
ら
の
事
柄
の
根
底
に
中
国
を
慕
う
心
の
存
在
」
（
同
）
を
求
め
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て
何
休
が
こ
う
考
え
た
の

は
、
夷
狭
も
自
然
め
一
物
で
あ
り
、
こ
れ
を
絶
滅
す
る
の
は
自
然
の
調
和
を
乱
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
張
奥
の
道
義
的
主
張
の
影
響
も
考

え
ら
れ
る
が
、
課
税
の
対
象
・
強
い
軍
事
力
の
供
給
源
と
い
っ
た
実
利
の
上
か
ら
の
要
請
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
「
塗
筆
解
釈
」
で
は
、
彼
の
災
異
解
釈
を
検
討
す
る
。
ま
ず
「
災
」
－
通
常
は
起
ら
ず
実
害
の
あ
る
も
の
、
に
つ
い
て
は
公
羊
等
の

先
人
の
説
に
従
っ
て
い
る
が
、
「
異
」
一
通
常
は
起
ら
ず
実
害
の
な
い
も
の
、
に
つ
い
て
は
彼
独
自
の
解
釈
が
加
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。

そ
れ
は
、
将
来
起
る
こ
と
の
先
が
け
、
未
来
へ
の
警
告
な
の
だ
が
、
当
事
者
の
自
覚
や
努
力
次
第
で
凶
か
ら
吉
へ
転
じ
う
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
何
休
が
「
異
」
を
こ
う
解
釈
し
た
の
は
、
「
春
秋
」
と
い
う
仮
定
の
話
の
中
で
、
悪
か
ら
良
へ
の
転
換
を
強
調
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
う
で
な
い
現
在
へ
の
批
判
と
諦
め
、
又
将
来
へ
の
期
待
を
持
と
う
と
い
う
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
と
す
る
。

　
「
第
五
章
　
道
家
思
想
」
は
、
前
章
ま
で
が
漢
代
に
お
け
る
儒
学
の
諸
相
を
論
じ
て
い
た
の
に
対
し
、
道
家
思
想
を
取
り
上
げ
、
両
漢

思
想
に
お
け
る
そ
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

　
「
「
魚
鳥
の
賦
」
と
『
荘
子
』
」
で
は
質
誼
の
「
鵬
鳥
の
賦
」
を
取
り
上
げ
、
人
間
に
は
不
可
知
な
「
命
」
「
道
」
や
、
衆
人
を
超
え
た

卜紹



真
人
を
説
く
な
ど
世
俗
を
超
越
し
た
理
想
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
現
実
世
界
と
そ
こ
で
の
価
値
を
否
定
し
な
い

と
い
う
一
見
相
入
れ
な
い
考
え
を
併
せ
持
つ
こ
の
賦
の
根
底
に
あ
る
も
の
を
、
頁
誼
の
行
動
・
言
動
を
も
考
慮
に
入
れ
て
考
察
す
る
。
ま

ず
彼
が
こ
の
賦
を
作
っ
た
背
景
を
検
討
し
、
「
「
服
賦
」
に
お
い
て
、
生
へ
の
執
着
を
断
ち
切
り
、
生
と
死
と
を
ひ
と
し
く
見
な
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
、
個
人
的
に
も
時
代
的
に
も
、
質
誼
に
は
見
出
せ
な
い
」
（
　
3
P
7
　
2
）
と
す
る
。
そ
し
て
「
「
服
賦
」
が
「
命
」
「
道
」

を
不
可
知
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
こ
れ
ら
と
の
か
か
わ
り
を
説
く
の
も
、
あ
く
ま
で
現
実
の
世
界
（
正
気
・
常
識
の
世
界
）
に
立
脚
し
た

上
で
超
越
の
世
界
（
狂
気
へ
も
展
じ
う
る
世
界
）
を
構
成
し
た
た
め
」
（
p
胴
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
賦
の
解
脱
と
も
見
え
る
超
越
的
な
あ
り

方
は
、
「
文
芸
と
し
て
の
遊
び
の
世
界
の
材
料
」
（
　
6
P
7
　
2
）
な
の
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
「
「
服
賦
」
は
『
荘
子
』
の
超
越
の
思
想
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
を
離
脱
せ
ぬ
よ
う
手
を
加
え
た
上
で
、
そ
れ
を
文
芸
の
領
域
で
生
か
し
た
」
（
P
2
7
～
P
2
7
）
も
の
で
あ
り
、
儒
教
体
制
の
漢
代
に
お
け
る

『
荘
子
』
の
思
想
の
受
容
の
一
つ
の
形
態
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
。

　
「
武
帝
期
の
黄
老
派
汲
賠
」
は
、
武
工
期
に
黄
老
派
的
無
為
の
治
で
功
績
を
あ
げ
た
無
籍
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
彼
の
無
為

の
治
の
有
効
性
は
実
務
家
と
し
て
の
面
の
裏
づ
け
が
あ
っ
て
発
揮
さ
れ
て
い
た
、
「
つ
ま
り
、
状
況
の
十
分
な
把
握
、
そ
の
上
で
の
確
実

な
見
通
し
、
と
い
っ
た
も
の
に
支
え
ら
れ
た
無
為
の
治
で
あ
っ
た
」
（
　
2
P
8
　
2
）
と
す
る
。
ま
た
彼
に
は
遊
侠
好
み
、
剛
直
で
直
諌
を
好
む
硬

骨
漢
の
面
が
あ
っ
た
と
し
、
こ
う
し
た
彼
が
批
判
、
攻
撃
し
た
の
は
張
湯
ら
法
術
家
官
僚
、
又
、
彼
ら
と
結
び
つ
い
て
い
た
公
孫
弘
、
児

寛
ら
当
時
の
儒
者
達
で
あ
り
、
実
は
彼
ら
の
背
後
に
い
た
武
帝
そ
の
人
と
そ
の
政
治
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
前
節
ま
で
と
異
な
り
、
思
想
史
上
あ
ま
り
大
物
と
は
さ
れ
て
い
な
い
複
数
の
人
物
の
行
動
を
集
合
的
に
と
ら
え
、
考
察
し
た
も
の
で
、

（
二
）
に
お
け
る
田
扮
ら
の
位
置
づ
け
に
や
や
不
明
瞭
さ
が
あ
る
も
の
の
、
現
実
感
の
高
い
、
説
得
力
の
あ
る
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
後
漢
の
道
家
思
想
」
は
、
後
漢
の
道
家
思
想
の
あ
り
様
を
、
当
時
の
人
々
の
軽
篭
、
実
践
の
面
か
ら
考
察
す
る
。
ま
ず
光
武
帝
が
統

治
に
用
い
た
「
柔
道
」
と
は
、
「
自
制
し
て
人
心
や
状
況
に
順
応
す
る
こ
と
」
（
3
D
▲
0
3
）
で
あ
り
、
「
現
実
に
お
け
る
成
功
を
目
指
す
『
老
子
』

的
な
考
え
を
裏
面
に
包
み
持
っ
て
表
面
は
「
仁
の
助
け
」
と
い
う
形
」
（
　
4
P
O
　
3
）
を
と
っ
た
も
の
だ
と
す
る
。
次
に
様
々
な
「
朝
廷
之
士
」

「
山
材
書
士
」
の
行
動
・
言
動
を
検
討
、
そ
こ
で
は
『
老
子
』
の
思
想
が
現
実
へ
能
動
的
に
か
か
わ
る
根
拠
の
一
つ
と
み
ら
れ
、
『
老
子
』

の
説
に
従
う
こ
と
と
儒
家
的
で
あ
る
こ
と
が
必
ら
ず
し
も
矛
盾
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
現
実
か
ら
の
逃
避
も
考
え
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
生
命
の
為
で
あ
り
、
子
孫
へ
の
世
間
的
な
措
置
を
終
え
、
後
は
自
ら
の
余
生
を
確
保
す
れ
ば
よ
い
限
り
で
の
現
実
の
放

「
・

8
8

「



棄
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
考
え
の
根
底
に
は
、
人
間
の
生
命
力
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
、
生
命
主
義
と
呼

び
う
る
立
場
が
あ
っ
た
と
す
る
。
『
荘
子
』
の
理
解
・
受
容
に
関
し
て
も
「
生
命
主
義
の
傾
向
と
は
対
立
せ
ず
…
…
生
命
の
保
全
の
確
保

の
上
に
生
死
を
含
む
全
て
を
等
無
視
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
重
層
的
な
論
理
で
斉
伺
観
を
受
け
入
れ
」
（
3
D
‘
1
3
）
て
い
た
と
す
る
。
そ
し
て

後
漢
に
お
い
て
こ
う
し
た
生
命
主
義
的
老
荘
思
想
の
流
行
を
見
る
の
は
、
当
時
の
人
々
が
前
漢
二
百
年
の
平
安
・
経
済
的
繁
栄
を
経
、
生

存
可
能
の
確
信
と
生
き
る
喜
び
を
植
え
つ
け
ら
れ
、
王
葬
の
新
を
中
心
と
す
る
戦
乱
に
よ
り
平
和
と
安
全
の
意
義
や
重
要
さ
を
再
確
認
し

て
い
た
為
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
前
章
と
同
じ
く
、
複
数
の
人
物
の
行
動
を
集
合
的
に
と
ら
え
た
現
実
感
の
高
い
論
で
あ
る
が
、
主
に
魏
普
へ
の
つ
な
が
り
を
考
慮
し
て

後
漢
の
思
想
界
を
と
ら
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
最
後
に
評
者
な
り
の
疑
問
の
点
を
二
、
三
述
べ
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
「
董
仲
野
を
中
心
に
し
た
漢
代
の
自
然
観
」
に
お
い
て
、
著
者
は
董
仲
静
を
積
極
的
に
評
価
し
て
、
彼
に
は
自
然
に
能
動
的
に
働

ら
き
か
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
り
、
「
現
実
注
視
の
姿
勢
が
あ
る
」
（
P
1
9
）
と
し
、
『
笹
子
』
と
対
比
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
の
姿
勢

を
示
す
も
の
と
し
て
水
旱
災
な
ど
の
自
然
災
害
か
ら
免
れ
た
い
と
い
う
切
実
な
願
い
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
限
田
法
の
主
張
を
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
董
仲
好
が
特
に
自
然
災
害
へ
の
対
応
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
見
当
ら
な
い
。
確
か
に
降
雨
に
関
す
る
議
論
を
し
た
り
実

験
を
行
な
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
水
資
財
へ
の
注
目
へ
は
つ
な
が
る
ま
い
。
も
う
一
つ
の
限
田
法
の
主
張
は
確

か
に
政
治
経
済
的
問
題
に
現
実
的
に
答
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
里
子
に
も
、
例
え
ば
王
制
篇
の
広
域
経
済
圏
構
想
な
ど
極

め
て
政
治
経
済
的
な
現
実
注
視
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
著
者
の
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
み
に
よ
れ
ば
、
現
実
に
対
す
る
認
識

に
関
し
て
黒
子
と
曹
長
静
と
の
間
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
違
が
あ
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
は
現
実
性
の
有
無
と
い
う
比
較
に

止
ま
ら
ず
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
現
実
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
い
わ
ば
世
界
観
の
差
違
に
ま
で

掘
り
下
げ
た
考
証
、
説
明
が
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
二
点
。
「
『
白
虎
通
』
の
三
綱
説
」
に
お
い
て
、
著
者
は
漢
代
に
お
け
る
三
綱
説
の
成
立
を
考
証
し
、
「
戦
国
期
に
忠
と
孝
の
問
題
と

し
て
共
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
君
臣
と
父
子
に
、
夫
婦
が
加
わ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
」
（
　
5
P
2
）
と
さ
れ
る
が
、
三
綱
と
『
孟
子
』
等
に
既
に
出

餅弓



て
い
る
「
五
倫
」
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
に
長
幼
・
朋
友
を
加
え
た
五
倫
は
、
周
代
郷
村

社
会
の
記
憶
を
止
め
る
も
の
で
儒
家
的
倫
理
観
の
根
幹
の
一
つ
と
し
て
漢
代
に
入
っ
て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

の
点
、
本
論
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
三
綱
説
を
と
り
ま
く
外
的
状
況
と
し
て
「
誌
代
は
一
家
の
内
で
の
婦
人
の
立
場
が
重
く
な
っ
た
ら
し
い
」
（
同
）
と
し
、
そ
れ
は

「
皇
后
の
政
治
へ
の
影
響
力
の
増
大
や
公
主
の
特
権
の
も
た
ら
す
弊
害
」
（
同
）
と
そ
れ
へ
の
弾
劾
の
存
在
、
ま
た
小
農
民
レ
ヴ
ェ
ル
で
の

「
主
婦
の
家
庭
内
で
の
経
済
的
役
割
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
」
（
同
）
こ
と
な
ど
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
、
や
や
根
拠
の
薄
い
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
漢
代
に
入
っ
て
皇
后
等
の
力
が
増
大
し
た
と
い
う
点
が
疑
問
で
あ
る
。
確

か
に
呂
后
は
一
時
期
権
力
を
握
っ
た
が
、
こ
れ
は
草
垣
期
の
臨
時
の
措
置
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
漢
代
に
お
い
て
例
え
ば
唐
代
の
前
期
の

よ
う
に
後
々
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
外
戚
や
公
主
の
弊
害
を
い
う
意
見
が
多
く
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
知
識
人
を
は
じ

め
と
す
る
思
想
界
・
精
神
界
に
女
性
（
婦
人
）
の
立
場
を
重
く
み
る
見
方
が
存
し
た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
が
攻
撃
し

た
の
は
弊
害
を
も
た
ら
す
も
の
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
特
に
問
題
視
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
庶
民
レ
ヴ
ェ
ル
の
主
婦
の
立
場
に
つ
い
て
も
、
堅
固
な
論
に
裏
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
根
拠
の
薄
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
漢
代
に
入
っ
て
夫
婦
（
婦
人
）
が
特
に
注
目
さ
れ
る
外
的
要
因
は
あ
ま
り
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

三
綱
説
の
成
立
の
解
明
に
は
、
「
二
か
ら
三
」
の
み
で
は
な
く
、
前
述
の
五
倫
を
考
慮
し
た
「
五
か
ら
三
」
と
い
う
見
方
も
併
せ
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
第
三
点
は
「
両
道
の
外
戚
観
と
何
休
の
解
釈
」
に
つ
い
て
。
著
者
は
「
何
事
の
頃
、
党
人
派
の
知
識
人
達
に
と
っ
て
現
実
の
大
き
な
問

題
は
、
彼
ら
を
抑
圧
す
る
寅
官
勢
力
の
存
在
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
勢
力
に
対
抗
し
う
る
の
は
や
は
り
外
戚
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
」

（
P
2
　
2
）
と
し
、
「
（
何
休
）
に
は
現
実
へ
の
関
心
が
か
な
り
あ
り
、
そ
れ
が
禁
鋼
中
に
執
筆
さ
れ
た
『
春
秋
公
羊
二
種
』
に
反
映
し
て
い

る
に
違
い
な
い
」
（
同
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
当
時
の
錯
綜
し
た
政
治
情
勢
の
中
で
宙
官
よ
り
の
圧
迫
が
、
そ
の
弊
害
も
指
摘
さ

れ
て
い
た
外
戚
勢
力
へ
の
接
近
へ
と
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
点
は
第
三
早
立
四
節
の
鄭
玄
を
と
り
ま
く
現

況
の
解
説
の
部
分
（
p
㎜
～
p
…
…
）
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
る
程
度
は
了
解
し
う
る
が
、
政
治
史
の
動
き
を
も
う
少
し
丁
寧
に
お
さ
え
て

ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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ま
た
弾
圧
・
禁
銅
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
何
休
に
ど
れ
ほ
ど
の
被
圧
迫
感
を
与
え
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
著
述
の
中
に
ど
れ
ほ
ど

反
映
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
趙
岐
の
『
孟
子
注
』
の
場
合
は
、
「
孟
子
題
辞
」
に
よ
れ
ば
逃
亡
中
の
苦
痛
の
中
で
書
か
れ

た
も
の
と
い
う
が
、
そ
の
著
述
活
動
そ
の
も
の
は
む
し
ろ
彼
に
心
の
平
安
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
著
述
活
動
や
著
作
と
著
者

の
個
人
的
事
情
と
の
関
連
な
ど
は
、
個
別
的
に
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
論
語
に
倣
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
楊
雄
の

『
法
言
』
や
、
許
慎
・
責
逡
等
の
経
典
解
釈
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
指
摘
し
た
点
と
関
わ
る
こ
と
だ
が
、
本
書
全
体
を
通
し
て
も
う
少
し
説
明
が
欲
し
か
っ
た
の
が
、
「
現
実
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

著
者
は
思
想
を
そ
れ
を
と
り
ま
く
状
況
（
社
会
も
し
く
は
現
実
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
が
）
と
の
関
わ
り
を
考
慮
し
て
考
察
さ
れ
る
。
し
か

し
本
書
に
お
い
て
現
実
社
会
の
様
相
に
つ
い
て
の
記
述
が
一
部
を
除
い
て
少
な
く
、
著
者
の
抱
い
て
お
ら
れ
る
当
時
の
社
会
の
イ
メ
ー
ジ

が
ご
く
断
片
的
に
し
か
伺
え
ず
、
現
実
社
会
の
大
き
な
潮
流
が
見
え
て
こ
な
い
。
ま
た
「
現
実
的
」
と
い
え
ば
、
中
国
の
思
想
家
は
何
が

な
し
「
現
実
的
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
問
題
は
そ
の
中
身
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
人
・
思
想
に
と
っ
て
現
実
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
が
問
題
ど
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
、
第
五
章
の
第
二
・
三
節
で
試
み
ら
れ
て
い
る
複
数
の
人
物
の
行
動
を
集
合
　
　
レ

的
に
取
り
上
げ
論
じ
る
と
い
う
方
法
を
、
道
家
思
想
の
み
に
限
ら
ず
儒
家
側
の
人
々
、
そ
れ
も
主
流
と
さ
れ
る
人
々
に
お
い
て
取
っ
た
論
　
　
っ

文
が
本
書
に
収
録
さ
れ
て
お
れ
ば
、
評
者
の
抱
く
も
ど
か
し
さ
も
氷
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
思
え
ば
著
者
に
は
九
大
の
研
究
会
に
遙
々
足
を
お
運
び
戴
き
、
評
者
等
の
後
学
に
数
々
ご
指
導
・
ご
鞭
槌
を
賜
わ
っ
て
き
た
。
評
者
が

浅
学
非
才
を
顧
み
ず
書
評
な
ど
と
は
お
こ
が
ま
し
い
一
文
を
も
の
に
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
し
た
の
も
、
一
重
に
著
者
よ
り
の
学
恩
に
む
く

い
た
い
が
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
礼
を
失
せ
ぬ
よ
う
全
力
を
注
い
だ
つ
も
り
で
あ
る
が
、
理
解
力
の
欠
如
の
た
め
、
本
書
の
的
確
な
紹
介
、

評
価
の
で
き
な
か
っ
た
点
、
ま
た
浅
学
な
ら
で
は
の
疑
問
を
述
べ
た
点
、
著
者
の
ご
寛
恕
を
翼
う
次
第
で
あ
る
。
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