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六
朝
期
の
命
定
論
考
察
を
通
じ
て

亀

田

勝

見

・
・
…

は
じ
め
に

中
国
で
は
、
古
来
よ
り
人
が
抗

い
よ
う

の
な
い
運
命

の
存
在
を
語

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

っ
た
。
命
定
論
と
呼
ば
れ
る
こ
の
思
想
は
儒

家

の
思
想

中
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
後
漢

の
王
充
と
い
う
思
想
家

に
至

っ
て
、
人
は
自
ら
の
境
遇
や
寿
命
に
対
し
て
全
く
介
入
で
き
な

い
と
考
え

る
徹
底
し
た
立
場

へ
と
発
展
す
る
。
以
後
、
運
命
に
関
す

る
思
索
は
知
識
人
の
間
に
広
く
行
わ
れ
、
仏
教
伝
来
と
と
も
に
流
入

し
た
三
世

応
報

の
理
論
と
衝
突
す
る
に
至
り
、
応
報
論
と
命
定
論
と

ムロ
　

の
せ
め
ぎ

合

い
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

命
定
論

は
説
く
者
に
よ
っ
て
主
張
内
容
や
重
点
が
微
妙
に
異
な
る

も
の
の
、
人

の
運
命
は
予
め
定
ま

っ
て
お
り
人
の
行
為

に
よ
る
改
変

が
不
可
能

で
あ
る
、
と
い
う
基
本
認
識
に
違

い
は
な

い
。
大
同
小
異

の
議
論
と
も
言
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
が
な
ぜ
行
わ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
中
嶋
隆
蔵
氏
が
い
み
じ
く
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
応
報
思
想
、
特
に
仏
教

に
お
け
る
そ
れ
に
対
す
る

「排
外
主

　
　
　

義
の
心
情

に
根
ざ
し
た
反
発
や
身
近
な
経
験

に
基
づ
く
疑
惑
」
が
常

に
働

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
逆

に
、
幾
度
と
な
く
命
定
論
が
主
張
さ

れ
は
し
て
も
、
中
国
知
識
人

の
思
考
が
命
定
論

で

一
般
化
す
る
わ
け

で
も
な
い
。
仏
教
思
想
の
強

い
影
響
力
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
「福
善

　ヨ
　

禍
淫
」

「積
善
余
慶
」、
す
な
わ
ち
善
悪

の
行

為
が
禍
福
を
招
来
す
る

と
説
く
伝
統
思
想
が
、
中
国
人
の
思
考
に
深
く
食

い
込
ん
で
い
る
こ

と
な
ど
も
そ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
働

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
加
え
て
、
人
の
行
為

の
意
義
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
の

存
在
す
る
考
え
方
を
全
面
的
に
受
け
容
れ
る

こ
と

に
対
し
て
、
心
理
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的
抵
抗
感

が
人
々
に
強
く
働

い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

以
前

、
六
朝
宋
の
人
士
顧
競
之
の

「定
命
論
」
に
つ
い
て
考
察
し

　
　
　

た
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
場
合
、
運
命

の
構
造
を
説
き
明
か
す
こ
と
よ

り
も
、
従

来
よ
り
問
題
と
さ
れ
て
い
た
人
の
行
為
、
特
に
教
化

の
意

義
を
運
命

支
配
の
世
界

の
中

で
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
に
論

の
重
点

を
置

い
て
お
り
、
興
味
深

い
。
本
論
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、
六
朝
期
に

至
る
ま

で
の

一
連
の
命
定
論
に
お
け
る
人
の
行
為

の
意
義
を
幅
広
く

捉
え
直

す
こ
と
に
よ
り
、
命
定
論
が
な
ぜ
執
拗
に
主
張
さ
れ
続
け
る

の
か
、

よ
り
明
確

に
見
極
め
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
筆
者

は
以
前
葛
洪

の
命
定
論
と
応
報
論

の
並
存
す
る
仙
道
思
想

に

つ
い
て
考
察
し
た
際
、
こ
の
問
題
に
少
し
ば
か
り
触
れ
た
こ
と
が

　ヨ
　

あ
る
の
だ
が
、
改
め
て
正
面
か
ら
取
り
組
む

つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、

六
朝
時
代

、
仏
教
を
受
容
す
る
以
前

の
思
想
界
に
お
い
て
は
い
ま
だ

人
々
を
本
当
に
納
得
さ
せ
る
思
想
が
形
成

し
得
ず
、
仏
教
思
想

の
到

来
を
待

た
ね
ば
そ
の
よ
う
な
閉
塞
感

の
打
破
は
困
難
だ

っ
た
と
い
う

バ
　
　

説
明
が
な

さ
れ
る
場
合

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
説
明
は
大

い
に
当
を

得
て
い
る
と
考
え
る
が
、
本
論
で
は
、
命
定
論
が
六
朝
思
想
に
生
き

続
け
得
た

そ
の
生
命
力

の
源
を
見
定
め
る
こ
と
で
、
仏
教
に
対
抗
し

た
旧
来

の
中
国
伝
統
思
想
が
、
本
当
に
行
き
詰
ま

っ
た
も
の
だ
っ
た

の
か
を
今

一
度
考
え
て
み
た
い
。
な
お
あ
ら
か
じ
め
断

っ
て
お
く
が
、

本
誌

の
性
格
上
、
読
者

の
便
を
鑑
み
て
以
前
論
じ
た
内
容
を
必
須

の

前
提
と
し

て
再
説
す

る
煩
を
取
ら
せ
て
頂
く
。

命
定
論
の
概
観

六
朝
以
前
に
展
開
し
た
命
定
論
の
構
造
と
歴
史
的
展
開
に
関
し
て

　フ
　

は
、
先
学

に
よ
る
数
多
く
の
研
究
成
果
が
存

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に

基
づ
き
、
論
の
展
開
上
必
要
な
程
度

の
内
容

を
概
観
し
て
み
よ
う
。

古
代
中
国
に
お
い
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
「天
」
の
超
越
的
な
力
に
よ
っ

て
、
人

の
理
解
不
能
か

つ
予
測
不
能
、
制
御
不
能
な

一
生
が
決
定
さ

れ
る
と
す
る
思
考
は
、
命
令

・
使
命
と
し
て

の

「天
命
」
と
と
も
に

宿
命
と
し
て
の

「天
命
」
の
観
念
を
発
生
さ
せ
る
。
命
定
論

の
源
は

こ
こ
に
発
し
て
お
り
、
そ
の
由
来
は
古

い
。

『論
語
』

に
お
い
て
も
、

孔
子
が
弟
子
の
伯
牛

の
病
気
を
嘆

い
て
、

こ
れ

な

こ

之
亡
し
、
命
な
る
か
な
。
斯

の
人
に
し

て
斯

の
疾
あ
る
や
、
斯

の
人

に
し
て
斯

の
疾
あ
る
や
。

(『論
語
』
雍
也
)

と
語
り
、
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
子
夏

(名

は
商
)
が
、

商
、
之
を
聞
け
り
。
「死
生
に
命
有
り
、
富

貴
は
天
に
在
り
」
と
。

(『論
語
』
顔
淵
)

と
語
る
文
章
な
ど
が
あ
り
、
孔
子
当
時

の
儒

家
思
想
に
お
い
て
も
、

し
ば
し
ば

「天
」
や

「命
」
を
宿
命
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
よ

く
わ
か
る
。
孔
子
が
宿
命
と
し
て
の

「命
」
を
語

っ
た
こ
と
は
、
孟

子
を
は
じ
め
と
す
る
以
降

の
儒
家
に
お
い
て
運
命
論
が
保
持
さ
れ
る

契
機
と
な

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
時
儒
家
に
並
ぶ
ほ
ど

の
影
響
力
を
有
し
た
と
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思
わ
れ
る
墨
家
が
、
天
や
鬼
神

の
絶
対
的
な
支
配
力
を
信
じ
る
立
場

か
ら
痛
烈

に
批
判
を
加
え
る
。

そ
こ
に
は
早
く
も
、
運
命
を
肯
定
し

た
際

の
人
間

の
行
為

の
価
値
を
疑
問
視
す
る
考
察

が
見
え
る
。
『墨

子
』
非
命
上
篇
で
は
、
命
定
論

に
基
づ
い
て
社
会
を
統
治
し
た
場
合

の
弊
害
を
以
下

の
よ
う
に
述

べ
る
。

今
有
命
を
執

る
者

の
言
を
用
ふ
れ
ば
、則
ち
上
は
治
を
聴
か
ず
、

下
は
事

に
従

は
ず
。
上

治
を
聴
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
刑
政
乱
る
。

下

事
に
従
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
財
用
足
ら
ず
。
上
は
以
て
棄
盛
酒

醗
を
供

へ
、
上
帝
鬼
神
を
祭
祀
す
る
こ
と
無
く
、
下
は
以
て
天

下

の
賢
可

の
士
を
降
緩
す
る
こ
と
無
し
。
外
は
以
て
諸
侯

の
賓

客
に
応
待
す
る
こ
と
無
く
、
内
は
以
て
飢
に
食
わ
せ
寒
き
に
衣

せ
、
老
弱
を
将
養
す
る
こ
と
無
し
。
故
に
命
は
、
上
は
天
に
利

あ
ら
ず
、
中
は
鬼

に
利
あ
ら
ず
、
下
は
人
に
利
あ
ら
ず
、
而
し

て
強

ひ
て
此
れ
を
執
る
者

は
、
此
れ
特
だ
凶
言
の
自
り
て
生
ず

る
所

に
し
て
、
暴
人
の
道
な
り
。

要
す
る
に
、
善
行
に
対
す
る
福
報
、
悪
行

に
対
す
る
禍
報
が
存
在
せ

ね
ば
、
当
時
半
ば
慣
習
化
し
て
い
る
社
会
的
倫
理
道
徳
を
維
持
遂
行

す
る
原
動
力
が
大
き
く
減
殺
さ
れ
る
た
め
、社
会
秩
序

の
維
持
に
と

っ

て
命
定
論

は
大
き
な
害
悪
で
し
か
な
く
、
「暴
人

の
道
」
と
見
な
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
対
す
る
命
定
論
者
か
ら
の
反
論

は
当
然
あ
る
。
以
下
に
引

く
儒
家
の
言
が
道
徳
的
行
為
を
維
持
す
る
た
め
の
行
動
原
理
を
典
型

的

に
表
し
て
い
よ
う
。

子
曰
く
、
「朝
に
道
を
聞
か
ば
、
タ
ベ
に
死

す
と
も
可
な
り
」
と
。

(『論
語
』
里
仁
)

子
曰
く
、

「志
士
仁
人
は
、
生
を
求
め

て
以
て
仁
を
害
す
る
無

く
、
身
を
殺
し
て
以
て
仁
を
成
す
有
り
」
と
。

(同
衛
霊
公
)

生
も
亦
た
我
の
欲
す
る
所
な
り
。
義
も
亦
た
我

の
欲
す
る
所
な

り
。
二
者
兼
ぬ
る
を
得
可
か
ら
ざ
れ
ば

、
生
を
舎

て
て
義
を
取

る
な
り
。

(『孟
子
』
告
子
上
)

道
徳
的
欲
求
を
強
く
身
に
宿
し
、
徳
を
自
ら

に
保

つ
こ
と
そ
の
も
の

が
喜
び
と
感
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
他
に
動
機
を
見
出
す
必
要
な
く
し

て
、
自
ず
か
ら
倫
理
道
徳
は
維
持
向
上
さ
れ

る
た
め
、
社
会
秩
序

の

行
く
末
を
憂
慮
す
る
必
要
は
な
く
な
ろ
う
。

こ
こ
に
見
え
る
問
題

は

結
局
、
本
来
人
間
は
常
に
何
ら
か
の
見
返
り

を
期
待
し
な
が
ら
己
の

行
動
を
選
び
実
行
し
て
い
く
も

の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
自
然
と
わ
き

起

こ
る
道
徳
的
欲
求
に
強
く
支
配
さ
れ
る
存
在
な
の
か
、
と
い
う
人

間

の
本
質
に
対
す
る
基
本
理
解

の
問
題

に
関

わ

っ
て
く
る
。
学
問
修

養
を
第

一
と
考
え
る

一
部
知
識
人
を
除
く
大
多
数
の
人
間
に
、
道
徳

的
欲
求
が
行
動
心
理
面

で
果
た
し
て
ど
れ
だ

け
有
効
に
作
用
す
る
の

か
、
そ
れ
が
命
定
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
裏
に
潜
む
重
要
な
論
点
と
思

わ
れ
る
。

命
定
論
と
そ
れ
を
否
定
す
る
立
場
と
の
対

立
は
、
儒
家
と
墨
家

の

対
立
軸
が
典
型
的
で
あ
る
が
、

一
方
、
儒
家

・
墨
家
か
ら
少
し
遅
れ

て
登
場
し
た
道
家
思
想
か
ら
導
か
れ
る
命
定

論
も
重
要

で
あ
る
。
道

家
の
思
想

で
は
、
「道
」
と

い
う
概
念
が
特

に
重
視
さ
れ
る
。
『老
子
』
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に
よ
れ
ば
、
「道
」
は
万
物
が
生
じ
る
根
拠
と
し
て
の
形
而
上
的
存
在

で
あ
る
と
と
も
に
、
万
物
に
内
在
し
そ
の
存
在
を
規
定
す
る
根
元
的

原
理
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
る
。
「道
」
を
保
全
維
持
す
る
こ
と
の
重

要
さ
を

次
の
文
章
は
訴
え
る
。

昔

の

一
を
得
る
者
は
、
天
は

一
を
得

て
以
て
清
く
、
地
は

一
を

や
す

得

て
以
て
寧
く
、
神
は

一
を
得
て
以
て
霊
、
谷
は

一
を
得
て
以

て
盈
ち
、
万
物
は

一
を
得

て
以
て
生
じ
、
侯
王
は

一
を
得
て
以

　　
　

て
天
下
の
貞
と
為
る
。
其

の
之
を
致
す
は

一
な
り
。
(三
九
章
)

こ
こ
で
は

「道
」
を

「
=

と
言
い
換
え
て
い
る
が
、
「
=

を
保

つ

も

の
は

そ
の
理
想
的
状
態
に
あ
る
こ
と
を
説

い
て
い
る
。
儒
家
が
提

唱
す
る

「仁
」
や

「義
」
な
ど
の
徳
目
を
、
「道
」
の
働
き
を
損
な
う

こ
と
さ
ら
な
作
為
と
し
て
否
定
す
る
の
が
、
次
の
文
章

で
あ
る
。

大

道
廃
れ
て
仁
義
有
り
。
慧
智
出
で
て
大
偽
有
り
。
六
親
和
せ

み

だ

ず

し
て
孝
慈
有
り
。
国
家
昏
乱
れ
て
忠
臣
有
り
。

(十
八
章
)

人
は

「道
」

の
働
き
を
表
す

「無
為
自
然
」

の
境
地
を
理
想
と
し
、

人
の
側

で
こ
と
さ
ら
に
行
為
を
せ
ず
、
万
物

の

「自
然
」
な
る
働
き

を
助
長

す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
に
至
る
。

是

を
以
て
聖
人
は
、
欲
せ
ざ

る
を
欲
し
、
得
難
き
の
貨
を
貴
ば

あ
や
ま

ず

、
学
ば
ざ
る
を
学
び
、
衆
人
の
過

つ
所
を
復
し
、
以
て
万
物

の
自

然
を
輔
け
て
敢
え
て
為
さ
ず
。

(六
四
章
)

『荘
子
』
で
も
同
様

の
考
え
方
が
見
え
る
の
に
加
え
、
大
宗
師
篇

で

は
は

っ
き
り
と

「命
」

の
存
在
を
語

る
。

死
生

は
命
な
り
。
其
の
夜
旦
の
常
有
る
は
天
な
り
。
人

の
与
か

る
を
得
ざ
る
所
有
る
は
、
皆
物

の
情
な
り
。

そ
の
よ
う
な

「道
」
あ
る
い
は

「命
」

に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
世
界

の
流
れ
に
因
り
循
う
、
す
な
わ
ち
自
己
の
分

に
甘
ん
じ

「命
」
に
安

ん
ず

る
態
度

こ
そ
が
人
間

の
理
想
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
人
は
自
ら
の

意
志

に
よ
り
行
為
を
こ
と
さ
ら
に
選
択
す
る
必
要
は
な
い
し
、
す
べ

き

で
は
な

い
。
自
ら
が
外
界
に
対
し
て
積
極

的
に
働
き
か
け
る
意
志

が
な
い
以
上
、
「道
」
の

「自
然
」
な
る
働
き
に
よ

っ
て
顕
現
す
る
世

界
の
動
き
ー

そ
れ
は
自
己
の
禍
福
寿
夫
を
も
含
む
ー

に
身
を
任

せ
る
し
か
な

い
。
こ
れ
に
よ
り
、
人
は

「道
」

の
大
い
な
る
働
き
を

傷

つ
け
ず
、
十
全
な
生
を
全
う
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
れ
は
、
個
人
の
身
に
予
測
不
可
能

な
未
来
が
待

っ
て
い
る

と
同
義

で
あ
り
、
い
わ
ば
命
定
論
で
あ
る
。
そ

の
究
極
が
後
の
時
代
、

　　
　

東
晋

の
郭
象
が
著
し
た

『荘
子
』
注
に
現
れ

る
。
た
だ
、
道
家

の
命

定
論
は
、
「道
」
の
働
き
に
従
う
と

い
う
行
為
選
択
を
し
た
上
で
甘
ん

じ
て
受
け
容
れ
る
運
命
で
あ
り
、
純
粋
に
命
定
論
と
は
言
い
難

い
。

命
定
論
は
儒
家

の
中
に
生
き
続
け
て
後

の
時
代

へ
継
承
さ
れ
る
。

　い
　

は
じ
め
に
述

べ
た
よ
う
に
、
そ
の
徹
底
が
後
漢
の
王
充

で
あ
る
。
彼

の
著

『論
衡
』
は
、
運
命

の
問
題
に
関
す
る
議
論
を
数
章

に
わ
た

っ

て
展
開
し
、
そ
れ
ま
で
の
漠
然
と
し
た
運
命

肯
定
の
姿
勢
と
は
異
な

り
、
固
定
さ
れ
た
運
命

の
構
造
を
積
極
的
に
分
析
し
明
確
化

し
よ
う

　　
　

と
試

み
て
い
る
。
彼
の
主
張
を
簡
単
に
追

っ
て
お
こ
う
。

凡
そ
人

の
遇
偶
及
び
累
害
に
遭
ふ
は
、
皆
命
に
由
る
な
り
。
死

よ

生
寿
天

の
命
有
り
、
亦
た
貴
賎
貧
富
の
命
有
り
。
王
公
自
り
庶
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お
よ

人
に
逮
ぶ
ま
で
、
聖
賢
よ
り
下
愚
に
及
ぶ
ま
で
、
凡
そ
首
目
を

有
す

る
の
類
、
含
血

の
属
、
命
有
ら
ざ
る
は
莫
し
。

(命
禄
)

凡
を
人
の
命
を
受
く
る
や
、
父
母
施
気

の
時
に
在
り
て
、
已
に

吉
凶
を
得
た
り
。
夫
れ
性
と
命
と
異
な
れ
ば
、
或
る
ひ
と
は
性

善
に
し
て
命
凶
、
或
る
ひ
と
は
性
悪
に
し
て
命
吉
た
り
。
操
行

の
善
悪
は
性
な
り
。
禍
福
吉
凶
は
命
な
り
。
或
る
ひ
と

の
善
を

行
ふ
も
禍
を
得
る
は
、
是
れ
性
善
に
し
て
命
凶
な
れ
ば
な
り
。

或
る

ひ
と

の
悪
を
行
ふ
も
福
を
得
る
は
、
是
れ
性
悪
に
し
て
命

吉
な
れ
ば
な
り
。
性

に
自
ら
善
悪
有
り
、
命
に
自
ら
吉
凶
有
り
。

(命
義
)

人
が
幸
福
や
災
害

に
遭
遇
す
る
の
は
、
そ
の
人
自
身
の
行
動
や
人
徳

と
は
無
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
善
人
が
不
幸
や
短
命
で
あ
っ
た

一

方
、
悪
人

が
富

み
栄
え
長
生
き
し
た
と
い
う
歴
史
的
事
例
を
踏
ま
え

た
事
実
と
見
な
さ
れ
る
。
人

の
行
動
や
人
徳
と
い
う
の
は
、
善
悪
の

基
準
に
当

て
は
ま
る
問
題

で
、
い
わ
ば

「性
」
に
属
す
る
。
人
の
吉

凶
は
そ

の

「性
」
と
は
異
な
る
範
疇
、
す
な
わ
ち

「命
」
に
属
し
、

こ
の

「性
」
と

「命
」
と
は
互

い
に
独
立
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

人
の
行
為

は
す
べ
て

「性
」
に
働
き
か
け
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
「命
」

に
関
与
で
き
な
い
。
故
に
、
運
命
を
人
の
後
天
的
努
力
に
よ

っ
て
変

改
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
運

命
が
存
在

す
る
の
は
、
個
々
人
が
生
ま
れ
て
く
る
際
に
父
母
や
天
地

か
ら
授
か

っ
た
先
天
的
な

「気
」
の
違
い
に
由
来
す
る
。

で
あ
る
か

ら
、
彼

の
運
命
に
対
す
る
身
の
処
し
方
は
以
下

の
ご
と
く

で
あ
る
。

つ
と

命
な
れ
ば
則
ち
勉
む
可
か
ら
ず
、
時
な
れ
ば
則
ち
力
む
可
か
ら

ざ
れ
ば
、
知
者
は
之
を
天
に
帰
す
る
が
故
に
坦
蕩
悟
忽
た
り
。

(命
禄
)

介
入
し
よ
う
の
な
い
運
命
に
対
し
て
は
自
ら

の
活
動
範
疇
に
な

い
と

心
に
定

め
て

「坦
蕩
悟
忽
」
に
過
ご
す
の
が
賢
明
だ
と
言
う
の
で
あ

る
。
天
命
を
肯
定
す
る
儒
家
で
は

「楽
天
知
命
」

の
態
度
が
貴
ば
れ

　
り
　

る
が
、
王
充

で
は
そ
れ
が
道
家
的
な

「無
為
悟
淡
」

の
境
地
と
重
ね

ら
れ
て
い
る
。

王
充
に
お
い
て
、
人

の
行
為
は

「性
」
に
働
き
か
け
る
こ
と
し
か

期
待
で
き
な
い
。
彼
は
従
来
の
思
想
に
見
え

る
数
々
の

「性
」
説
を

総
覧
し
た
上

で
、
人

の

「性
」
に
は
善
も
あ
り
悪
も
あ
る
と
結
論
づ

け
る
。
そ
し
て
、
聖
人
や
極
悪
の
人
間
を
除
く

「中
人
」
は
善
悪
混

在
の

「性
」
を
有
す
る
た
め
、
教
化

の
対
象

で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

こ
に
政
治
や
教
化
の
意
義
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、

命
定
論
を
強
く
か

つ
明
確
に
主
張
し
て
は
い
て
も
、
そ
れ
に
相
応
し

て
人
の
行
為

の
意
義
を
命
定
論
中

の
ど
こ
に
見
出
せ
る
か
積
極
的
に

示
そ
う
と
す
る
意
欲
は
な
く
、
運
命

の
如
何

に

一
喜

一
憂
し
な

い
、

と
い
う
程
度

に
終
わ
っ
て
い
る
。

二

六
朝
命
定
論
の
諸
相

王
充
に
続
く
時
代
、
何
人
も
の
知
識
人
か
ら
命
定
論
が
主
張
さ
れ

る
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
時
代
順
に
見
て
い
こ
う
。
三
国
魏

の
李
康

命定論に見出す希望155



ハお
　

は

「運
命
論
」
と

い
う
文
章
を
著
し
て
い
る
。

夫
れ
治
乱

は
運
な
り
、
窮
達
は
命
な
り
、
貴
賎
は
時
な
り
。

運
命
の
構

造
に
関
す
る
説
明
は
王
充
と
同
様
で
あ
り
、
人
は
運
命

の

中
で
ど

の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
を
説
く
点
に

つ
い
て
も
、

然
ら
ば
則
ち
聖
人
の
聖
た
る
所
以
は
、
蓋
し
天
を
楽
し
み
命
を

知
る

に
在
り
。
故
に
之
に
遇

へ
ど
も
怨
ま
ず
、
之
に
居
れ
ど
も

疑
は
ず
。

と
の
よ
う

に
、
伝
統
的
な
儒
家

の
対
処
法
に
終
始
す
る
。

三
国
呉
か
ら
晋
代
に
生
き
た
唐
湧
は

「命
」
が
天
道
に
属
し
、
人

ム
　
　

の
介
入
不
可
能

で
あ
る
点
を
以
下

の
よ
う
に
語

る
。

命
相

は
天

に
在
り
、
才
智
は
人
に
由
る
。
人
に
由
れ
ば
学
び
て

致
す
可
き
も
、
天

に
在
れ
ば
翼
ふ
可
き
無
し
。

(『芸
文
類
聚
』

巻
二

一
所
引

『唐
子
』
)

こ
こ
で
は
人

の
介
入
可
能
な
領
域
を

「才
智
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、

王
充
の
語

る

「性
」
に
比

べ
る
と
、
能
力
と
し
て
発
現
し
た
面
を
強

調
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

晋
の
戴

蓬
は

「釈
疑
論
」
を
著
し
、
仏
教

の
三
世
応
報
説
に
対
す

　お
　

る
疑
問
を
当
時

の
名
僧
慧
遠
に
ぶ

つ
け
た
。
彼
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
「分

命
」
な
る
も

の
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
人
生
は
決
ま

っ
て

い
る
と
考

え
る
。
さ
ら
に
、
儒
教
経
典
に

「積
善
余
慶
」
「福
善
禍

淫
」
の
教

え
が
見
え
る
の
は
、
真
実
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く

「蓋
し
勧
教
に
施
す
の
み
」
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
人
々
に
悪
を
斥
け

善

に
向
か
う
よ
う
仕
向
け
る
教
化
の
た
め
の

一
手
段
に
過
ぎ
な

い
の

で
あ
る
。
「分
命
」
を
授
か

っ
て
生
き
て
い
く
人
間
た
ち
が
、
何
を
心

の
支
え
に
し
て
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
は
踏
み

込
ま
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
儒
教
内
部
に
命
定
論
と
応
報
論
が
混
在

し
て
い
る
状
況
を
無
理
な
く
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
点
が
特
徴
的
で

あ
る
。

宋

の
顧
観
之
は

「定
命
論
」
に
お
い
て
、
命
定
論
の
中
に
お
け
る

人
の
行
為
や
名
教

に
よ
る
教
化

の
価
値
あ
る

い
は
位
置
づ
け
を
明
確

　
め
　

に
し
よ
う
と
試
み
る
。
彼

の
命
定
論
で
は
、
教
化
も
運
命
に
よ

っ
て

導
き
出
さ
れ
る
人
為

の

一
つ
と
考
え
ら
れ
、
人

の
行
為
の
傾
向
も
運

命
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
運
命
の
支
配
す
る
領
域
が
極
め
て
広

い
が
、

聖
人
や
愚
人
を
除
く
大
多
数

の

一
般
的
な
人
間
に

つ
い
て
は

「是
れ

則
ち
命
は
教
を
待
ち
て
全
く
、
運
は
化
を
須

ち
て
立

つ
」
も
の
、

つ

ま
り
教
化
は
運
命
を
全
う
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も

の
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
定
め
ら
れ
た
運
命
に
よ

っ
て
終
着
点

は
決
定
済
み
で
あ
る
が
、
教
化

の
如
何
に
よ

っ
て
そ
の
終
着
点

に
到

達
す
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
。
教
化
を
行
う
意
義
は
こ
の
点
に
見
出

さ
れ
る
。
運
命
に
支
配
さ
れ
た
世
界
の
中
で
、
あ
る
べ
き
人

の
態
度

に
つ
い
て
は
、
以
下

の
よ
う
に
述

べ
る
。

是
を
以
て
通
人
君
子
は
其

の
神
を
閑
泰

し
、
其
の
度
を
沖
緩
し
、

俗
を
矯
め
て
以
て
声
を
延
ば
さ
ず
、
世

に
依
り
て
以
て
栄
を
期

せ
ず
。

や
は
り
儒
家

に

一
般
的
な

「楽
天
知
命
」
の
境
地
が
運
命
に
対
す
る

対
処
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
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梁
の
劉
峻
は

「弁
命
論
」
を
著

し
、
王
充
や
李
康
な
ど

の
運
命
論

バリ
　

を
踏
ま
え

て
自
ら

の
命
定
論
を
展
開
す
る
。

命
な
る
者
は
自
ら
天

の
命
な
り
。
冥
兆
に
定
ま
り
、
終
然
と
し

て
変

ぜ
ず
。
鬼
神
も
能
く
預
か
る
莫
く
、
聖
哲
も
謀
る
能
は
ず
、

触
山

の
力
も
以
て
抗
ふ
無
く
、
倒
日
の
誠
も
感
ず
る
能
は
ず
。

短
け
れ
ば
則
ち
之
を
寸
陰
も
緩
む
可
か
ら
ず
、
長
け
れ
ば
則
ち

之
を
箭
漏
に
急
な
ら
し
む
可
か
ら
ず
。
至
徳
も
未
だ
喩
ゆ
る
能

は
ず
、
上
智
も
免
れ
ざ
る
所
な
り
。

劉
峻
に
お

い
て
も
、
運
命
は
人
為

で
は
ど
う
に
も
な
ら
な

い
も
の
で

あ
り
、
「積
善
余
慶
」
の
教
え
は
、
戴
逡
と
同
じ
く
人
々
に
と
っ
て
必

バ
　
　

要
な
性
の
陶
冶

の
た
め
に
提
示
さ
れ
る
方
便
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中

で
人
の
生
き
る
意
義
は
、
と
い
う
と
、

然
ら
ば
則
ち
君
子
は
正
に
居
り
道
を
体
し
、
天
を
楽
し
み
命
を

知
り
、
其

の
奈
何
と
も
す
る
無
き
を
明
ら
め
、
其

の
智
力

に
由

ら
ざ

る
を
識
り
、
逝
け
ど
も
召
さ
ず
、
来
た
れ
ど
も
距

て
ず
、

う
れ

生
く

れ
ど
も
喜
ば
ず
、
死
す
れ
ど
も
感

へ
ず
。

と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
前
人
と
同
じ
立
場
を
繰
り
返
す
だ
け
と
な

る
。

ハ
ド
　

北
斉

の
顔
之
推
は

『顔
氏
家
訓
』
と
い
う
書
物
を
残
し
て
い
る
が
、

そ
の
勉
学
篇
は
学
問

の
重
要
性
を
説
く

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
学
問

の
程
度
と
境
遇
の
良
し
悪
し
と
が
相
応
し
な
い
事
例
か
ら
、
学
問

の

意
義
を
問

い
直
す
質
問
を
設
け
、
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え

る
。

夫
れ
命

の
窮
達
は
、
猶
ほ
金
玉
木
石
の
ご
と
き
な
り
。
修
む
る

エ
イ

に
学
芸
を
以
て
す
れ
ば
、
猶
ほ
離
刻
を
磨
螢
す
る
が
ご
と
し
。

金
玉
の
磨
螢
せ
し
は
、
自
ら
其

の
鉱
瑛

を
美
た
ら
し
む
る
も
、

木
石

の
段
塊
は
、
自
ら
其
の
離
刻
を
醜

か
ら
し
む
。
安
ん
ぞ
木

石

の
雛
刻
す
る
は
、
乃
ち
金
玉

の
鉱
瑛

に
勝
れ
り
と
言
う
可
け

ん
や
。
有
学
の
貧
賎
を
以
て
、
無
学
の
富
貴

に
比
ぶ
る
を
得
ざ

る
な
り
。

身
の
貴
賎
貧
富

は

「命
」
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
、
人
間
の

一
生
を
形

作
る
基
底
素
材
と
し
て
最
も
強

い
影
響
力
を
持

つ
た
め
、
学
問
に
よ

っ

て
人
間
性
を
磨
い
て
も
そ
の
基
底
素
材

の
違

い
を
覆
す
ほ
ど
の
卓
越

し
た
地
位
や
名
声
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
と
断
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

運
命

の
前

に
学
問
は
い
わ
ば
無
力
な
の
で
あ

る
。
た
だ
、
顔
之
推
は

学
問
を
不
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自

ら
の
境
遇
と
学
問
の
有

無
と
が
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
言

っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
で
は
学
問
の
目
的
は
ど
こ
に
あ

る
か
と
言
う
と
、

夫
れ
読
書
学
問
す
る
所
以
は
、
本
よ
り
心
を
開
き
目
を
明
ら
か

に
し
、
行
ひ
に
利
あ
ら
し
む
る
に
あ
る
の
み
。

と
言
い
、
世
の
役
に
た

つ
人
間
に
な
る
、
士
大
夫
と
し
て
恥
ず
か
し

く
な
い
礼
儀
作
法
や
文
学
の
素
養
を
身

に
つ
け
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
、

知
識
人
が
学
問
を
修
め
る
必
要
が
あ
る
理
由

で
あ
る
。
ま
た
、
善
行

を
行

っ
て
名
声
を
獲
得
す
る
こ
と
を
奨
励
す

る
名
教
の
意
義
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

勧
な
り
。
其

の
名
を
立

つ
る
を
勧
む
れ
ば
、
則
ち
其

の
実
を
獲
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る
な

り
。
且

つ

一
伯
夷
を
勧
む
れ
ば
、
千
万
人
清
風
を
立
て
、

一
季
札
を
勧
む
れ
ば
、
千
万
人
仁
風
を
立

つ
。
…
…

名
教
は
善

を
奨
励
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
り
、
伯
夷
や
季
札
と
い
う

古

の
偉
人

を
そ
の
目
標
と
設
定
す
る
こ
と
で
後
の
世

の
無
数

の
人
々

が
善
に
向

か
う
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
名
教

に
は
も
う

一
つ
の
効
用

に
つ
い
て

「祖
考

の
嘉
名
美
誉
、
亦
た
子
孫
の
昆
服
摘
宇
と
な
る
」

と
説
明
す

る
。

つ
ま
り
美
名
を
獲
得
し
た
者

の
子
孫
に
世
間
的
地
位

　　
　

や
富
が
も

た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北
斉

の
劉
豊
が
著
し
た

『劉
子
』
に
は
運
命
を
取
り
扱
う
篇
が
幾

　き

つ
か
設
け

ら
れ
て
お
り
、
そ

の
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。
彼

の
場

合
も

「性
」
と

「命
」
の
領
分

の
異
な
る
こ
と
を
述

べ
、
「命
」
に
は

介
入
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

賢

に
常
質
有
り
、
遇
に
常
分
有
り
。
賢
不
賢
は
性
な
り
。
遇
不

遇
は
命
な
り
。
性

は
人
に
見
は
る
る
が
故
に
賢
愚
定
む
可
け
れ

ど
も
、
命

は
天
に
在
れ
ば
則
ち
否
泰

は
期
し
難
し
。
命
運
応
に

遇
た

る
べ
く
ん
ば
、
危
ふ
け
れ
ど
も
必
ず
し
も
禍
な
ら
ず
、
愚

な
れ

ど
も
必
ず
し
も
窮
ま
ら
ず
。
命
運
不
遇
な
れ
ば
、
安
な
れ

ど
も
必
ず
し
も
福
な
ら
ず
、
賢
な
れ
ど
も
必
ず
し
も
達
せ
ず
。

(遇
不
遇
)

遇
不

遇
は
命
な
り
。
賢
不
賢
は
性
な
り
。
不
肖
を
怨
む
者
は
、

性

に
通
ぜ
ず
、
不
遇
を
傷
む
者
は
、
命
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
能

お
そ

く
難

に
臨
み
て
憧

れ
ず
、
貧
賎
に
し
て
憂

へ
ざ
る
が
如
き
は
、

命
に
達
せ
し
者
と
為
す
可
し
。
(遇
不
遇
)

儒
者
の
立
場
か
ら
説
か
れ
る
命
定
論
を
こ
こ
ま
で
挙
げ

て
い
る
が
、

　
ぴ
　

神
仙
思
想
家

で
あ
る
晋

の
葛
洪
も
命
定
論
者

で
あ
る
。
彼

の
教
養
の

基
盤
は
主
に
儒
家
思
想

で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら

は
命
定
論
が
導
か
れ
、

そ
れ
に
対
す
る
人
の
あ
る
べ
き
態
度
も
従
来

と
同
様
の
も
の
が
求
め

ら
れ
る
。
彼

の
著
し
た

『抱
朴
子
』
外
篇
に
言
う
。

窮
と
達
と
、
求
む
る
能
は
ず
。
…
…
通
塞
に
命
有
り
、
道
正
直

は
か

を
貴
ぶ
。否
泰
は
之
を
自
然
に
付
す
れ
ば
、津
塗
何
ぞ
多
く
杏
る

に
足
ら
ん
や
。

(外
篇
交
際
)

か

抱
朴
子
曰
く
、
連
城

の
宝
は
貧
寒
の
能

く
市
ふ
所
に
非
ず
、
高

世
の
器
は
浅
俗
の
能
く
識
る
所
に
非
ず
。
然
れ
ど
も
盈
尺
の
珍

は
知
る
莫
き
を
以
て
其
の
質
を
暗
く
せ
ず
、
逸
倫
の
士
は
否
塞

を
以
て
其

の
節
を
薄
く
せ
ず
。
天
を
楽

し
み
命

に
任
せ
ば
、
何

を
か
恨
み
何
を
か
尤
め
ん
や
。
(外
篇
広
讐
)

こ
の
よ
う
な
命
定
論
は
彼
の
神
仙
思
想
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

彼
の
主
張
す
る
神
仙
思
想
は
、
人
と
神
仙
の
間
に
種
と
し
て
の
相
違

を
認
め
ず
、
同
時
に
神
仙
は
ひ
た
す
ら
な
る
修
行
に
よ

っ
て
得
ら
れ

る
も

の
と
い
う
考
え
を
前
面

に
押
し
出
す
。

こ
れ
を

「神
仙
可
学
」

の
思
想
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
彼
に
は
神
仙
を
信
じ
な
い
者
に
は
神

仙
に
な
る

「命
」
が
な

い
と
し
、
そ
の

「命
」
の
違

い
に
よ
っ
て
神

仙
道
を
志
す
か
否
か
が
予
め
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る

「仙
命
」
理

論
を
も
同
時
に
主
張
す
る
。

こ
れ
は
、
先

ほ
ど
の
顧
観
之
で
見
た
よ

う
な

「天
命
を
全
う
す
る
」
と
同
様

の
論
理
で
あ
り
、
「命
」
に
よ

っ

て
決
定
さ
れ
た
事
柄

は
改
変
し
よ
う
が
な
い
が
、
そ
の
到
達
点
に
至
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る
た
め
に
人
為
を
主
体
的
意
志

の
下
に
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述

ム
お
　

べ
て
い
る
。
命
定
論
を
背
景
に
し
た
仙
道
思
想
と
言

っ
て
よ
い
。

バれ
　

以
上
、
主
要
な
命
定
論
を
取
り
上
げ

て
説
明
し
て
き
た
。

い
ず
れ

の
場
合
も
、
世

の
治
乱
や
個
人

の
寿
天
貴
賎
な
ど
は
、
「運
」

「時
」

「命
」
な

ど
と
い
う
言
葉

で
表
現
さ
れ
、

一
種

の
め
ぐ
り
合
わ
せ
で

あ

っ
て
、
人
が
予
測
も
操
作
も
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

そ
う
い
っ
た
も
の
は
人
の

「性
」
と
は
別

の
も
の
で
あ
り
、

い
く
ら

個
人
の
資
質
が
善
だ

っ
た
り
徳
が
高

い
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
人

の
境
遇
や
寿
命
が
必
ず
し
も
よ
い
も
の
と
は
限
ら
な

い
と
い
う
。
人

の
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
可
能
な
善

な
ど
は
人
間
の
操
作
可
能
な
範
囲

に
属
す
る
が
、
そ
れ
が
禍
福
寿
夫
の
運
命
と
は
別
次
元

の
存
在
で
あ

る
と
す
る
考
え
も
こ
れ
ら
の
命
定
論

の
多
く
に
共
通
す
る
。
こ
の
よ

う
な
運
命

の
中

に
生
き
る
と
す
れ
ば
、
人
は
何
を
心

の
支
え
に
生
き

て
い
け
ば

よ
い
の
か
と
い
う
と
、
彼
等
は
、
「楽
天
知
命
」
の
境
地

の

体
得
に
よ

っ
て
自
ら
の
運
命

の
善
し
悪
し
に
対
す
る
執
着
を
捨

て
、

節
義
を
保
ち
善
を
行

っ
て
、
社
会
に
寄
与
す
る
君
子
と
な
る
こ
と
に

よ

っ
て
苦

し
み
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
だ
、
と
答
え
る
。

つ
ま
り
、
人

の
善
行
は
善
そ
の
も
の
の
完
成

の
た
め
の
み
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

命
定
論
者
た
ち
の
提
示
す
る
人

の
生
き
る
意
義
と
は
、
直
接
的

に

説
か
れ
る
範
囲
内

で
は
こ
れ
以
上

の
こ
と
を
説
明
す
る
意
志
が
見
ら

れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

で
は
、
人
間
に
と

っ
て
道
徳
性
や
学
問
素

養
が
最
優
先
さ
れ
る
と

い
う
共
通
理
解

の
下
で
し
か
通
用
し
な
い
行

動
原
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
徳

の
完
成
に
励
む
こ
と
そ
の
も
の
か

ら
得
ら
れ
る
喜
び
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
で
は
生
き
る
意
義
と

し
て
理
性

で
ひ
と
た
び
は
理
解
で
き
て
も
、

日
常
生
活
の
中

で
生
じ

る
様
々
な
心
理
活
動
に
晒
さ
れ
た
場
合
、
と
た
ん
に
そ
の
理
解

は
吹

き
飛
び
、
不
遇
感
や
不
平
感
を
生
じ
る
人
間

が
大
多
数
で
あ
ろ
う
。

故
に
広
く

一
般
の
人
間
に
と

っ
て
は
、
善
を
行

い
節
義
を
保

つ
動
機

と
し
て
薄
弱
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
仏
教
が
も

た
ら
し
た
三
世
応
報

の
思
想
が
六
朝
時
代
に
な

っ
て
急
速

に
浸
透
し

た

の
も
、
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
命
定
論
者

た
ち
の
考
え
て
い
る
世
界
は
、
彼
等
が
明
言
し
て
い
る
そ
の
後
ろ
に

も
う
少
し
ば
か
り
人
々
の
共
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
広
が
っ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
章
を
改
め
て
述
べ
て
み
た
い
。

三

命
定
論
下
で
の
節
義
と
教
化
の
意
義

命
定
論
者
た
ち
は
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
自

己
の
境
遇
に
は
目
を
向

け
ず
、
性
を
完
成
さ
せ
て
君
子
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
格
者
と
な
る

こ
と
を
励
み
に
生
き
よ
、
と
説
く
。

こ
の
主
張
が
な
ぜ
万
人
に
通
用

す
る
励
み
と
な
り
得
る
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

儒
教
思
想
に
お
い
て
、
聖
人
や
君
子
と
い
う
存
在
は
非
常

に
重
要

で
あ
る
。
彼
ら
は
天
地

の
化
育
と
い
う
大

い
な
る
働
き
に
参
与
す
る

存
在
で
あ

っ
て
、
こ
の
人
間
社
会
を
正
し
く
秩
序
づ
け
る
た
め
に
不

可
欠

の
存
在
で
あ
る
。
『礼
記
』
中
庸
篇

の
以
下
の
文
が
そ
の
典
型
を

示
し
て
い
る
。
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唯
だ
天
下
の
至
誠

の
み
能
く
其
の
性
を
尽
く
す
と
為
す
。
能
く

其
の
性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
人
の
性
を
尽
く
す
。
能
く
人

の
性

を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
能
く
物
の
性
を
尽
く
す
。
能
く
物

の

た
す

性
を
尽
く
せ
ば
、
則
ち
以
て
天
地
の
化
育
を
賛
く
可
し
。
以
て

天
地

の
化
育
を
賛
く
可
く
ん
ば
、
則
ち
以
て
天
地
と
参
な
る
可

　
o

そ
し
て
彼

ら
聖
人
や
君
子
は
、
自
ら
の
徳
を
磨
き
、
そ
れ
を
次
第
に

外
に
及
ぼ
す
こ
と
で
理
想
的
な
政
治
を
行
う
存
在

で
あ
る
。
『礼
記
』

大
学
篇

の
有
名
な
言
葉

に
そ
の
典
型
が
見
え
る
。

古

の
明
徳
を
天
下

に
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
者

は
先
ず
其

の

国
を
治
む
。
其
の
国
を
治
め
ん
と
欲
す
る
者
は
先
ず
其

の
家
を

と
と
の

斉

ふ
。其

の
家
を
斉

へ
ん
と
欲
す
る
者
は
先
ず
其

の
身
を
修
む
。

其

の
身
を
修
め
ん
と
欲
す
る
者
は
先
ず
其
の
心
を
正
す
。
其

の

心
を
正
さ
ん
と
欲
す
る
者
は
先
ず
其

の
意
を
誠
に
す
。
其

の
意

を
誠

に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
先
ず
其

の
知
を
致
す
。
知
を
致
す

い
た

は
物

に
格
る
に
在
り
。

周
知
の
通

り

『礼
記
』
中
庸
篇
お
よ
び
大
学
篇

は
、
儒
者

に
と

っ
て

必
須
の
基
礎
教
養
書

「五
経
」
「四
書
」
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に

よ
れ
ば
、
儒
者

に
と

っ
て
自
己
の
修
養
学
問
は
国
家
を
秩
序
正
し
く

統
治
す
る
原
動
力
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
先
に
は
自
ら
の
本
性
た
る

「明
徳
」
を
明
ら
か
に
見
出
す
境
地
が
待

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
儒
者

た
ち
の
学
問
修
養

は
政
治
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
種

の
「悟

り
」
を
見
出
す
こ
と
に

つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
悟
り

の
地
点
に
は
、
天
命
を
全
う
す
る
境
地
が
待

っ
て
い
る
。
『孟
子
』
尽

心
上
篇

の
以
下
の
二
文
も
同
様

の
こ
と
を
示
す
。

孟
子
曰
く

「其

の
心
を
尽
く
す
者
は
、
其
の
性
を
知
る
な
り
。

其

の
性
を
知
れ
ば
、
則
ち
天
を
知

る
な

り
。
其

の
心
を
存
し
、

其

の
性
を
養
ふ
は
、
天
に
事
ふ
る
所
以

な
り
。
妖
寿
弐
な
ら
ず
、

身
を
修
め
て
以
て
之
を
侯

つ
は
、命
を
立

つ
る
所
以
な
り
。
」
と
。

孟
子
曰
く

「命
に
非
ざ
る
は
莫
き
も
、
其

の
正
を
順
受
す
べ
し
。

是

の
故
に
、
命
を
知

る
者
は
岩
摘
の
下

に
立
た
ず
。
其

の
道
を

尽
く
し
て
死
す
者
は
正
し
き
命
な
る
も
、
栓
桔
に
て
死
す
者
は
、

正
し
き
命
に
非
ず
。
」
と
。

「天
命
を
全
う
す
る
」
と
い
う
の
は
、
人
の
行
為
が
天
命

の
十
全
な
発

現
を
促
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
顧
観
之
の

「定
命
論
」
は
そ

の
点

に
つ
い
て
重
点
的
に
議
論
し
て
お
り
、
人
の
選
択
や
判
断
を
も
含
め

た
す
べ
て
が
運
命
に
よ

っ
て
方
向
付
け
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
を
推

進
す
る
か
中
止
す
る
か
は
人

の
主
体
的
意
志

に
か
か
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。
そ
し
て
天
命
に
定
め
ら
れ
た
到

達
点
に
自
ら
の
力
で
進

む
こ
と
に
こ
そ
喜
び
や
生
き
甲
斐

が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
儒

教
を
基
礎
知
識
と
す
る
六
朝
知
識
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
は

無
意
識

の
常
識
と
化
し
て
い
る
た
め
、
命
定
論
に
お
け
る
人

の
生
き

甲
斐
に
つ
い
て
の
説
明
を
善
や
徳

の
完
成
で
止
め
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
点
を
明
確
化
し
た
と

い
う
点
で
顧
観
之

の

「定
命
論
」
は

注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
学
問
修
養

の
目
的
は
自
己
の
内
部
に
お
け
る
問
題

に
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終
始
し
て

い
る
わ
け
で
は
な

い
。
政
治
と
の
関
連
か
ら
改
め
て
話
を

広
げ
よ
う
。
人
が
善
を
行

い
徳
を
完
成
さ
せ
る
の
は
、

一
つ
は
子
孫

の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
顔
之
推
が
明
示
し
た
効
用
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
世

の
た
め
、

つ
ま
り
は

「国
家
や
社
会

の
安
寧
」
の
た
め
で

あ
る
。
実
際
に
政
治
を
行
う
者
た
ち
に
と

っ
て
、
自
分
の
所
属
す
る

共
同
体
が
よ
り
よ
く
な
れ
ば
、
と

い
う
願

い
が
あ

っ
て
こ
そ
、
自
ら

の
禍
福
に
無
関
係
で
あ
ろ
う
と
も
節
義
に
励
む
意
欲
が
存
す
る
わ
け

で
あ
る
。
社
会
が
安
寧

・
秩
序
を
実
現
す
れ
ば
、
住
民
の
幸
福
が
促

進
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
外
的
環
境
下
に
置
か
れ
て
も
、
個
人
の

資
質
や
性
格
と
い
っ
た
内
的
環
境
お
よ
び
人
間
関
係
な
ど
に
よ

っ
て

幸
福
感

の
度
合
い
は
異
な
る
か
ら
、
全
住
民
が
同
様
に
幸
福
と
な
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
社
会
の
安
定
は
多
く

の
人
々

に
対
し
て
戦
乱
や
貧
困
、
病
気
や
社
会
不
安
な
ど
と
い
っ
た
不
幸

の

要
素
を
減
じ
滅
す
る
作
用
を
及
ぼ
す

こ
と
は
間
違

い
な
い
。
と
い
う

こ
と
は
、
節
義
に
励
む
者
た
ち
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
の
幸
福

に

寄
与
し
て

い
る
と

い
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
以
前

の
論
考

で
も
触

れ
た
こ
と
だ
が
、
命
定
論
者
た
ち
が
い
く
ら
運
命
を
認
め
て
も
、
郭

象
の
よ
う
に
す
べ
て
の
行
動
が
因
果

の
連
関
を
持
た
な
い
と
い
う
徹

底
し
た
態
度
を
取
ら
な
い
限
り
、
他
者

へ
の
関
与
、
影
響
と
言

っ
た

面
で
行
為

が
無
意
味
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
自
己

の
幸
福
に

は
関
与
で
き
な
い
が
、
自
己
の
徳
性
を
磨
く
こ
と
自
体
の
喜
び

に
加

え
、
他
者

を
幸
福

へ
と
導
く
と
い
う
喜
び
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
明
確
に
述

べ
る
命
定
論
者
は
い
な
い
。

四

命
定
論
に
お
け
る
因
果
の
網

-

結
び
に
変
え
て

で
は
視
点
を
変
え
て
、
行
為

の
主
体
を
自
己
す
な
わ
ち

「私
」
か

ら
他
者

へ
移
し
て
み
よ
う
。
他
者
が
節
義
や
道
徳

に
励
み
、
そ
の
総

体
と
し
て
社
会
の
安
寧
が
達
成
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
「私
」
の
暮
ら

し
は
楽
に
な
り
、
犯
罪
や
貧
困

の
心
配
も
消

え
る
。

こ
れ
に
よ
り

「私
」
が
幸
福
感
を
得
た
と
し
よ
う
。
そ
の
幸
福
は
何
に
由
来
す
る
の

か
。
も
ち
ろ
ん
純
粋
に
偶
然
的
に
発
生
し
た
事
象
な
ど
も
原
因
と
し

て
絡
ん
で
こ
よ
う
が
、
そ
れ
に
加
え
、
「私
」

一
人
に
対
し
て
何
ら
か

の
形
で
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
複
数

の
他
者
に
よ

っ
て
積
み

上
げ
ら
れ
る
行
為
の
総
和
が
大
き
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
。
面
識

の

有
る
無
し
に
関
わ
ら
ず
多
数

の
他
者

の
善
行

と
悪
行
と
が
複
雑
に
絡

み
合

い
、
そ
の
結
果
が

「私
」
個
人
の
今

の
幸
不
幸
を
定
め
る
大
き

な
要
素
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
他
者

の
行
為
は
、
「私
」
の
生

き
て
い
る
時
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
横

た
わ
る
幅
広
い
時
間
軸

の
あ
ち
こ
ち
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
膨

大
な
数

の
、
微
細
な
影
響

の
総
合
が

「私
」

に
降
り
か
か

っ
て
禍
福

が
決
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
、
仏
教

の
縁
起
説

と
近
似
す
る
。
縁
起
説

は
、
無
数
の

「因
」
(主
原
因
)
と

「縁
」

(間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ

す
副
次
的
原
因
)

に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
象

が
成
立

・
存
在
し
て
い
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る
と
見
る
仏
教
の
基
本
的
概
念
で
、
「無
我
」
や

「空
」
の
思
想
な
ど

の
理
解

に
必
要
な
概
念

で
あ
る
。
大
乗
仏
教
で
は
特
に
、

「衆
縁
所

生
」
と

い
っ
て
、
ど
ん
な
も
の
で
も

一
つ
の
因
や
縁
か
ら
生
じ
る
の

で
は
な

く
、
必
ず
多
く

の
縁

が
集
ま

っ
て
生
じ
る
と

い
う
考
え
が

ハゐ
　

あ
る
。
三
世
応
報
説
で
は
己
の
禍
福
寿
夫
を
決
定
す
る
主
原
因
た
る

バゐ
　

「因
」
が
自
己

の
行
為
す
な
わ
ち

「業
」

で
あ
る
が
、
命
定
論

の
場

合
、
そ

こ
が
固
定
さ
れ
た
運
命
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
無
数

の
他
者

の
行
為
は

「縁
」
と
し
て
自
己
に
関
わ

っ

て
く
る
と
考
え
て
よ
い
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
「私
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
他

者
は
数
限

り
な
く
、
ま
た
時
間
的
空
間
的
に
接
触
不
能
な
場
合
も
多

い
。
故
に

「私
」
に
ふ
り
か
か
る
他
者

の
行
為

の
影
響

は
操
作

で
き

ぬ
も
の
で
あ
り
、
「私
」
に
と

っ
て
は
全
く
の
偶
然
性
を
も

っ
て
訪
れ

る
。
命
定

論
者
た
ち

の
中
に
は
、
自
ら
の
境
遇
が
制
御
不
能
な
の
は
、

受
気
結
胎
時
に
個
人
差
を
伴

っ
て
備
わ

っ
た
改
変
不
能
な
諸
要
素
が

す
べ
て
を
決
定
す
る
こ
と
に
そ
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
者
が
多

い
。

し
か
し
、
生
き
が

い
を
見
出
す
場
所
に
関
し
て
そ
の
内
実
を
見

て
み

る
と
、
自
ら

の
境
遇
と

い
う
も
の
は
、
常

に
他
者

の
善
悪
様
々
な
絶

え
間
な
い
活
動

に
も
影
響
を
受
け
、
そ
の
都
度
方
向
修
正
さ
れ
て
い

く
は
ず

で
あ
る
。
必
然
と
し
て
定
ま

っ
た
運
命
の
周
辺
に
、
他
者

の

行
為
と
い
う
偶
然
性
が
自
己
に
絶
え
間
な
く
降
り
か
か
り
、
そ
の
結

果
全
体
と
し
て
自
己

で
は
予
測
も
制
御
も
で
き
な

い
禍
福
寿
天
が
そ

の
度
ご
と

に
決
定
さ
れ

て
い
る
、
と
考
え
る
方
が
よ
り
正
し

い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
運
命
と
人
為
と
を
全
く
別
次
元
と
し
て

捉
え
る
こ
と
は
本
来

で
き
な

い
。
六
朝
時
代

の
命
定
論
者

た
ち
は
、

運
命
を
身
に
降
り
か
か
る
も

の
と
し
て
受
動
的
に
考
え
る

一
方

で
、

教
化
や
節
義
に
励
む
行
動
な
ど
は
自
己

の
徳
性
を
陶
冶
し
他
者
に
も

働
き
か
け
る
能
動
的
な
も
の
と
捉
え
、
運
命
を
考
え
る
際

の
出
発
点

も
終
着
点
も
自
己
の
内
に
留
ま
り
、
そ
れ
以
上
に
思
考
が
展
開
し
な

い
た
め
、
他
者
か
ら
自
分

へ
の
影
響
と

い
う
点
に
ま
で
思
い
が
及
ぼ

な

い
。
そ
の
よ
う
な
視
点
が
欠
如

し
て
い
る
か
ら
、
教
化

に
励
め
、

節
義
を
保

て
、
で
話
が
終
わ

っ
て
し
ま

い
、
そ
の
先
に
あ
る
運
命
と

の
関
わ
り
が
見
え
て
こ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
応
報
説
を
否

定
し
よ
う
と
す
る
思
い
が
強
い
た
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
論
者
た
ち

自
身
の
不
遇
感
や
絶
望
感
が
命
定
論

の
源
に
存
在
し
、
被
害
者
と
し

ム　
　

て
の
感
覚
が
強

い
場
合
が
多

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
し
以
上

の
点
に
ま
で
思
い
が
及
ん
で
お
れ
ば
、
運
命
と
人
為
と

の
間

の
断
絶
に
よ

っ
て
人
為

の
意
義
が
消
滅

す
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
を
憂
慮
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
命
定
論
者
も
、
そ
れ

を
否
定
す
る
側
も
、
徹
底
的

に
論
理

で
追
求

し
た
結
果
の
持
論

で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
運
命

に
支
配

さ
れ
た
世
界

の
中
で
、

人
は
ど
う
や
っ
て
意
欲
を
保
ち
続
け
れ
ば

よ
い
か
と
い
う
問
題
も
同

様

で
あ

っ
て
、
自
ら
の
行
為
が
自
ら

の
禍
福
寿
夫
に
は
結
び

つ
か
な

い
と
い
う
点
を
認
め
、
そ
の
点

に
関
す
る
執
着
を
捨

て
れ
ば
、
そ
れ

以
外
の
あ
ら
ゆ
る
面

に
お
い
て
人
為

の
有
効

性
は
保
た
れ
る
し
、
自

己
を
磨
き
他
者
を
幸
福
に
す
る
と
い
う
喜
び
や
生
き
甲
斐
が
生
ま
れ
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る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
己

の
幸
福
を
求

め
て
利
己
的
な
行
動
に
没
頭
す

る
こ
と
も
な
く
な
ろ
う
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
き
甲
斐
を

見
出
す
、
人
間
に
本
来
備
わ
る
心
理
が
よ
り
強
く
働
き
、
社
会
全
体

の
安
寧
と
道
徳
秩
序
が
促
進

さ
れ
る
。

「楽
天
知
命
」
と

い
う
態
度

も
、
先
ほ
ど
の
問
題

に
対
し
て
理
解
が
で
き
て
い
れ
ば
、
見
返
り
も

何
も
求
め
な
い
高
尚
な
精
神
的
境
地
と
し
て
提
示
す
る
必
要
は
な
く
、

多
く
の
人
に
受
け
容
れ
ら
れ
や
す

い
生
き
方
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
己
の
境
遇
に
対
す
る
執
着
を
捨

て
て
、
他
者
に
対
す
る
自
ら
の

行
為

の
影
響
力

の
み
を
念
頭
に
お
い
て
行
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が

命
定
論

の
本
質

で
あ
る
。
六
朝
知
識
人
達
が
命
定
論
を
強
く
主
張
す

る
そ
の
態
度
に
は
、
個
人
的
な
不
遇
感
と
い
う
、
負

の
感
情
が
大
き

く
作
用
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
、
儒
教

・
仏
教

・
道
教

の
い
ず
れ

で
も
肯
定
さ
れ
る
応
報
思
想
を
信
じ
、
利
己
的
な
幸
福
追

求
に
過
熱
す
る
社
会

の
弊
害
を
実
感
し
た
実
直
な
人
た
ち
が
、
そ
の

矯
正
に
努
め
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
性
を
強
く
感
じ
た
こ
と
も
、
背
景
と

し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
。
書
物
に
著
す
こ
と
で
命
定
論
を
世

に

吐
露
し
、
他
者
の
賛
同
を
得
よ
う
と
す
る
行
動

の
中
に
、
そ

の
理
論

が
社
会
に
と

っ
て
何
ら
か
の
救

い
、
精
神
的
な
平
穏
を
獲
得
す
る
答

え
と
し
て
受
容
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
積
極
性
も
か
い
ま
見
え
る
。
多

く
の
人
々
が
命
定
論
に
よ
っ
て
安
ら
か
な
心
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、

負
の
感
情
か
ら
脱
却
し
、
今

一
歩
の
積
極
性
を
加
え
る
こ
と
で
、
命

定
論
の
中

に
眠
る
救

い
が
明
確

に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
う

す
れ
ば
、
命
定
論
は
、
自
ら
の
利
を
常
に
考

慮
す
る
思
惟
行
動
原
理

に
貫
か
れ
る
応
報
説
の
、
利
己
主
義
的
な
低
俗
面
を
持
た
な
い
高
尚

な
境
地
と
し
て
、
(応
報
説
を
超
越
し
た
本
来

の
)
仏
教
と
と
も
に
後

世
ま
で
並
び
立

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
六
朝
期

の
命
定
論
者

は
、
仏
教
か
ら
は
独
立
し
、
か
つ
同
等
に
近

い
心

の
救

い
を
明
確

に

表
現
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

注〈1
>

六
朝
時
代
に
お
け
る
仏
教
の
三
世
応
報
説
と
命
定
論
と
の
論
争

お
よ
び
そ
れ
に
深
く
関
連
す
る
霊
魂
滅
不
滅
問
題
に
つ
い
て
は
、
久

保
田
量
遠

『中
国
儒
仏
道
三
教
史
論
』
(国
書
刊
行
会
、

一
九
=
二

年
)
第
五
章

「霊
魂
不
滅
論
」
お
よ
び
第
六
章

「因
果
応
報
と
天
命

と
の
論
難
」
に
て
、
そ
の
歴
史
的
展
開
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

〈
2
>

中
嶋
氏

「李
師
政
の
運
命
論
-

晴
唐
期
に
於
け
る
運
命
観
の

転
回
-

」
(『日
本
中
国
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
』

一
九

九

八
年

)
。

〈
3
>

そ
れ

ぞ
れ

の
言

葉

は
、
『尚

書

』
湯

諾

の

「天

道
福

善
禍

淫
、
降

災

干
夏

」
、

『
周
易
』

坤
文

言
伝

の

「積

善
之

家
、

必
有

余
慶

。
積

不

善

之
家

、
必

有
余
残

」

に
由
来

す

る
。

〈
4
>

「
「定
命

論
」
考

」

(『
中

国
思

想
史

研
究

』

二

四
)
。

〈
5
>

「葛

洪

に

お
け

る
運

命

の
問
題

」
(
『中

国

思
想
史

研
究

』
十

七

)
。

〈6
>

中
嶋
隆
蔵
『六
朝
思
想
の
研
究
-

士
大
夫
と
仏
教
思
想
i

』

第

一
章

第

二
節

「運
命

観

の
諸
相

」

で

は
、
運

命

に
よ

り
す

べ

て
の
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事
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
状
況
下
、
「様
々
に
錯
綜
し

た
諸
事
実
を

一
つ
の
論
理
に
よ
っ
て
整
然
と
説
き
明
か
し
得
る
、
新

た
な
る
理
論
の
登
場
が
待
た
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
分
析
す
る
。

〈7
>

代
表
的
な
研
究
を
挙
げ
て
お
く
と
、
先
秦
諸
子
の
運
命
観
に
関

し
て
は
金
谷
治

『死
と
運
命
』
(法
蔵
選
書
、

一
九
八
六
年
)
を
参

照
。
後
漢
の
命
定
論
者
王
充
に
関
し
て
は
、
佐
藤
匡
玄

『論
衡

の
研

究
』
(創
文
社
、

一
九
八

一
年
)
が
あ
る
。

〈8
>

現
在
最
も
通
行
し
て
い
る
魏
の
王
弼
注

『老
子
』
で
は
、
最
後

の

一
句
を

「其
致
之
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
に

「
一
也
」

の
二
字
を
つ
け
る
本

(傅
変
本
な
ど
)
が
あ
る
。
文
章
の
展
開
上
妥

当
と
考
え
、
こ
の
二
字
を
補
う
。

〈9
>

郭
象
、
字
は
子
玄
。
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
始
め
頃
に
生
き

た
と
思
わ
れ
る
東
晋
代
の
人
物
。
彼
の

『荘
子
』
注
は
現
在
標
準
的

な

『荘
子
』
の
注
釈
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

『荘
子
』

本
文
を
離
れ
た
郭
象
独
特
の
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
万
物
に
は
そ
の
発
生
や
変
化
を
つ
か
さ
ど
る
造
物
主
も
な
け
れ

ば
形
而
上
的
根
源
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
個
々
の
物
が
そ
れ
自
身
で

「自
然
」
の
働
き
に
よ
り
発
生
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
人
の
才

智
賢
愚
も
自
ら
の
天
性
に
よ
っ
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
決
定
さ
れ
て
お

り
、
人
は
自
然
の
分
限
た
る
己
が
身
分
や
境
遇
に
安
ん
じ
る
べ
き
だ

と
い
う
。

〈10
>

王
充
、
字
は
仲
任
。
紀
元

一
世
紀
を
生
き
た
後
漢
明
帝
代
の
人

物
。

一
般
に
後
漢
に
登
場
し
た
批
判
思
想
家
の
代
表
と
称
さ
れ
る
。

そ
の
論
著

『論
衡
』
八
十
五
篇
は
、
当
時
蔓
延
し
て
い
た
迷
信
の
打

破
お
よ
び
命
定
論

の
主
張
な
ど
に
加
え
、
後
漢
王
朝
の
賛
美
や
教
育

論

な

ど
様

々
な
分

野

に
わ

た

る
主
張

を
展

開

し

て

い
る
。

〈
n
>

王
充

に
関

す

る
引

用
文

に

つ

い
て
は
、
『論

衡
』
に
お
け

る
篇
名

を
末
尾

の
括

弧
内

に
示

す
。

〈
12
>

「楽

天
知

命
」

の
言
葉

は

『
周
易

』
繋

僻
伝

上

に
見

え

る
言

葉
。

繋

僻
伝

は

『
周
易

』

の
中

で
も
漢

初

ま

で

に
成

立

し
た

と
さ

れ

る
新

し

い
部
分

で
あ

る
。
た

だ
、

古

く

は

『
孟

子
』

に
も

「大

を
以

て
小

に
事

ふ
る
者

は
天

を
楽

し

む
者

な
り

。
小

を
以

て
大

に
事

ふ

る
者

は
、

天

を
畏

る

る
者

な

り
。

天

を
楽

し
む
者

は
天
下

を
保

ち
、

天

を
畏

る

る
者

は
其

の
国
を
保

つ
」
(梁

恵

王
下
)
と
あ

り
、
考

え
方

そ

の
も

の

は
由

来

が
古

い
。

〈B
>

李
康

、
字

は
蒲

遠
。

三

国
魏

の
明
帝
代

の
人

。

そ

の
著

「
運
命

論

」

は

『
文
選

』
巻

五

三

に
収

め
ら

れ

て

い
る
。

〈
14
>

唐
湧

、
字

は
恵

潤
。
三

国
呉

の
人

で
あ

る
が
、
そ

の
著

『唐

子
』

十
巻

は
晋

代

に
入

っ
て
か
ら
完

成

し

た
ら

し

い
。

現
在

『唐

子
』

は

散
逸

し

て
お

り
、
他

書

の
引
用

と

し

て

一
部

が
残

る

の

み
で
あ

る
。

〈
15
>

戴
蓬

、
字

は
安

道
。

四
世

紀

に
生

き

た
東
晋

の
人

。

「釈
疑

論
」

か

ら
始

ま
る
書
簡

に
よ

る

一
連

の
仏

教

側

と

の
や

り
取

り

は

『広

弘

明
集

』
巻

十
八

に
収

め

ら
れ

て

い
る
。

〈
16
>

顧
観

之
、
字

は
偉

仁
。
五
世

紀

に
活

躍

し

た
南

朝

宋

の
人
。

「定

命
論

」
は
『宋

書
』
巻
八

一
の
彼

の
伝

に
付

随

し

て
載

せ

ら
れ

て

い
る
。

〈
17
>

劉

峻

、
字

は
孝
標

。

五
世

紀
後

半

～
六
世

紀
初

頭

を
生

き

た
南

朝
梁

の
人
。

『
世

説
新

語

』

の
注

釈

者

と

し

て
も
有

名

。

「
弁

命
論

」

は
、
李

康

「運
命

論
」

と

同
じ

く

『
文
選

』
巻

五

四

に
収

め

ら
れ

て

い
る
。

〈
18
>

宋

の
何

承
天

は

「釈
均

善

難
」

(『
弘

明
集

』
巻

三
)

に
お

い

て

[6q



仏

教

の
霊
魂
不

滅
論

を
批

判

す

る
中

で
、
仏

教

の
因
果

応
報

の
理

を

「懲

暴

の
戒

は
地
獄

に
若

く

は
莫

く
、
誘

善

の
歓

は
天
堂

よ

り
美

な
る

は
莫

し
」
と
述

べ
、
虚

構

の
説

に
存

在

す

る
社

会
的

効
用

を
認

め

る
。

こ
れ

も
戴
蓬

や
劉
峻

と

同
様

の
考

え

で
あ

ろ
う
。

〈
19
>

顔

之
推

、
字

は
介

、
六

世
紀

を
生

き

た
人
物

。

も
と
南

朝
梁

の

人

で
あ

る
が
、
戦

乱
な

ど

の
事
情

に
よ
り
北

へ
移

り
住

む

こ
と

と
な

り
、
北

斉

に
と
ど

ま

っ
た
。

彼

に
関

し

て
は
、
吉

川
忠

夫

「顔
之

推

論

」

(『
六
朝

精
神
史

研
究

』

(東

洋
史

研
究

叢
刊

之

三
十

六

)
、
同

朋

舎
、

一
九

八

四
年

)
な

ど

を
参

照

。

〈
20
>

た

だ
し

『顔

子
家

訓
』

に
は
帰

心
篇

と

い
う
仏
教

信
奉

を
示

す

篇

が
あ

り
、
そ

こ
で
は
霊
魂

の
不

滅

と
因

果
応
報

の
理
論

を
説

い
て

お
り
、
顔

之
推

の
思
想

の
二
面

性

を
表

し

て
い
る
。

〈
21
>

劉
豊

、
字

は
孔

昭
。
六

世
紀

を
生

き

た
北
斉

の
人
。
古

来

『
劉

子

』

は
そ

の
著
者

が
明
確

で

は

な
く

、

諸
説

が
あ

っ
た
。

し
か

し
、

最

近

は
劉

豊

が
有

力
視

さ

れ

て
お
り

、

さ
ら

に
は
吉

川
忠
夫

「読

書

箭

記
三
題

」

(
『中

国

思
想
史

研
究

』

二

三
)
な

ど

の
指

摘

に
よ

っ
て

も

『劉

子
』

の
著

者

が
劉
書

で
あ

る

こ
と

の
確
実

性

が
高

ま

っ
て

い

る
。

よ

っ
て
、
本

論

で
は

『
劉
子

』

は
劉
豊

の
著

作

と
断
定

し

て
論

を
進

め
る
。
引

用
文

の
末

尾

に
括

弧

で
記

さ

れ
る

の
は

『劉

子

』

の

篇

名
。

〈
22
>

葛

洪
、
字

は
稚

川
。

西

晋

か
ら
東

晋

へ
の
転
換

期
を

生
き

た

三

世
紀
後

半

か
ら

四
世

紀
前

半

の
人

物

。

そ

の
著

作

の
代
表

は

『
抱
朴

子
』

で
あ

る
。
内
篇

は
神

仙

思
想

を

、
外

篇

は
儒
家

・
道

家
な

ど

を

交

え
た
雑
家

的
内
容

で
あ

る
。
葛

洪

に
関

し

て
は
前

掲

の
拙
稿

(注

〈
5
>
)

お
よ
び

「葛

洪

に

お
け

る
明

」

(
『
東
方

宗
教

』
九

六
)

な

ど

を
参

照

。
『抱

朴
子

』
の
引

用

に
関

し

て
は
内
外

篇

の
区
別

と

そ

の
篇

名

を
付

す
。

〈
23

>

こ
こ
ま

で

の
六
朝
時
代

の
命
定

論

の
展
開

の
多

く

に

つ
い
て
は
、

中
嶋

隆

蔵
氏

の
広
範

な
論

考

が
あ

る
。

ま
た

、
李
康

と

劉
峻

に

つ
い

て

は
、
佐

藤
氏

の
前
掲

著
書

に

も
考
察

が

あ

り

(注

〈
7
>
)
、
筆
者

も

こ

の
二
人

に
加

え
、
数
人

の
命
定

論

者

に

つ
い
て
は
前
掲

の
論

考

(注

〈
5
>
お
よ
び

前
注

)

に
お

い
て
論

じ

て

い
る
。

〈
24

>

六

朝
期

の
命

定
論

と
し

て

は
、

他

に
も

梁

の
箔
纈

が
唱

え

る
自

然

決
定

論

(
『梁

書
』
四
八
本

伝

)
や
、
陳

の
朱

世

卿

が
著

し
た

「性

法

自
然

論

」

(
『広

弘
明
集

』

二

二
)
な

ど
、

仏
教

の
三
世
応

報
説

を

否

定

す

る
側

の
人
士

に
よ

る
も

の
が
あ

る
。

〈
25
>

た
だ

し
、

大
乗
仏
教

の
場
合

、
龍

樹

の

『
中
論

』

に

「諸

法

は

よ

衆
縁
従
り
生
ず
る
が
故
に
自
ら
定
性
無
し
」
(巻

一
観
因
縁
品
、
大
正

蔵
三
〇
巻
三
頁
中
)
「衆
縁
生
ず
る
所
の
法
は
、
自
性
無
き
が
故
に
寂

滅
す
」
(巻
二
観
三
相
品
、
大
正
蔵
三
〇
巻
十
頁
下
)
な
ど
と
あ
る
よ

う
に
、
「衆
縁
」
か
ら
生
じ
た
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
自
性
の
な

き
こ
と
、
す
な
わ
ち

「空
」
の
概
念
に
話
が
進
み
、
自
己
を
決
定
す

る
要
因
と
い
う
視
点
で
は
捉
え
な
い
。

〈26
>

三
世
応
報
説
と
は
、
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
中
で
過
去
世
の
業

が
現
世
の
自
分
に
応
報
を
も
た
ら
し
、
現
世

の
業
が
来
世
の
自
分
に

応
報
を
も
た
ら
す
と
い
う
説
。
仏
教
以
前
よ
り
存
在
し
た
イ
ン
ド
伝

統
思
想
で
あ
る
。
仏
教
の
無
我
説
は
本
来
三
世
応
報
説
を
否
定
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
時
代
と
と
も
に
仏
教
が
三
世
応
報
説
を
認
め
て
し

ま
い
、
中
国
伝
来
時
に
は
仏
教
の
入
門
的
概
念
と
化
し
て
い
る
。
原

初
の
仏
教
に
お
け
る
無
我
と
輪
廻
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、
小

命定論に見出す希望i65



川

一
乗

『大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
』
(法
蔵
館
、

一
九
九
五
年
)
な
ど

を
参
照
。
ま
た
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
業
や
応
報
思
想
な
ど
に
対
す

る
理
解
に
つ
い
て
は
、
道
端
良
秀

『中
国
仏
教
思
想
史
の
研
究

中
国
民
衆
の
仏
教
受
容
1

』
(平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
九
年
)
第
三

章

「中
国
仏
教
と
業
思
想
」
な
ど
を
参
照
。

〈27
>

顧
號
之
の
不
遇
感
が
い
か
ほ
ど
か
は
そ
の
経
歴
か
ら
は
見
え
て

こ
な
い
が
、
権
力
闘
争
の
ま
っ
た
だ
中
を
官
吏
と
し
て
生
き
ね
ば
な

ら
な
い
中
で
節
義
を
貫

い
た
士
と
し
て
、
彼
も
運
命
を
考
え
る
機
会

が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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