
書評

町

田『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』

郎

著

片

倉

〔
総
論
〕

中
島
敦
の
小
説
「
名
人
伝
」
に
は
、
弓
向
奥
義
秘
伝
を
会
得
し
た

紀
昌
の
胸
の
う
ち
を
描
写
し
た
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
彼
が
其
の
時
独
り
つ
く
づ
く
と
考
へ
る
に
は
、
今
や
弓
を
以
て

己
に
敵
す
べ
き
者
は
、
師
の
飛
衛
を
お
い
て
外
に
無
い
。
天
下
第
一

円
名
人
と
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
飛
衛
を
除
か
ね
ば
な
ら

ぬ
と
U

・

後
世
、
名
人
と
称
さ
れ
る
べ
き
運
命
を
担
っ
た
人
々
の
歩
む
道
は

常
に
孤
独
で
あ
り
、
た
と
え
師
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
敬
愛
の
念
を

裡
に
秘
め
よ
う
と
も
、
さ
ら
な
る
熱
遠
の
た
め
に
は
そ
の
師
に
さ
え

も
矢
を
射
掛
け
る
と
い
う
非
情
性
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
弓
と
い

う
道
具
が
持
つ
本
来
の
機
能
に
よ
っ
て
こ
の
物
語
の
場
令
に
は
高
度

に
結
晶
化
さ
れ
た
師
弟
の
姿
が
鮮
明
に
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ

7

の
問
の
事
情
は
恐
ら
く
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
第
一
人
者
誕
生
の

B

書

評

望

秘
話
と
し
て
普
遍
性
を
持
つ
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

町
田
氏
の
本
書
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
既
に
恩
師
金
谷
治

氏
の
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
を
目
標
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
泰
漠
思
想
研
究
内
奥
義
秘
伝
を
会
得
し
た
町
田
氏
が
、

さ
ら
な
る
飛
躍
を
求
め
て
本
書
を
上
梓
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
そ
こ
で
本
評
で
は
以
下
、
両
書
を
比
較
し
つ
つ
浅
学
の
読
後

感
を
書
き
連
ね
て
行
く
こ
と
を
御
許
し
頂
き
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
金
谷
治
氏
の
『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
は
、
そ
れ
ま

で
思
想
史
的
に
ほ
と
ん
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
秦
か
ら
漢
初
へ
か
け

て
の
時
代
的
思
想
を
附
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
秦
思
想
と
漠
以
後

の
思
想
と
の
断
絶
に
明
確
な
脈
絡
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
金
谷
氏
の
研
究
目
的
は
、
そ
の
採
用
し
た
方
法
の

独
創
性
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
ロ
す
な
わ
ち
、
従
来
、
文
献
批

判
の
成
果
と
い
う
名
の
も
と
に
秦
漢
の
際
の
附
益
と
断
定
さ
れ
、
切

り
捨
て
ら
れ
る
傾
向
の
強
か
っ
た
先
秦
の
諸
書
に
含
ま
れ
る
不
純
物

を
、
逆
に
秦
漠
期
の
貴
重
な
資
料
と
し
て
積
極
的
に
活
用
し
、
そ
の

附
益
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
を
も
含
め
て
思
想
史
的
に
考
察
す
る

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
等

に
記
さ
れ
る
政
治
状
況
と
思
想
資
料
と
を
対
比
し
つ
つ
思
想
の
展
開

を
跡
付
け
た
と
い
う
点
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
面
で
あ
っ
て
、

氏
の
言
わ
れ
る
「
哲
学
史
学
と
精
神
史
学
と
の
中
間
領
域
を
占
め
る
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も
の
」
と
し
て
の
思
想
史
学
と
は
、
正
し
く
こ
の
方
法
を
前
提
と
し

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
町
田
三
郎
氏
の
『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
の
場
合
、
そ
の

研
究
の
目
的
は
金
谷
氏
の
そ
れ
を
空
間
的
、
か
つ
時
間
的
に
凌
駕
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
規
模
の
秦
漢
思
想
史
を
構
築
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
際
町
田
氏
の
採
用
し
た
方
法
は
、
従
来
、

雑
家
的
性
格
の
た
め
に
思
想
研
究
の
中
心
か
ら
外
さ
れ
て
き
た
『
呂

氏
春
秋
』
『
管
子
』
、
新
出
向
「
雲
夢
泰
筒
」
、
東
洋
史
研
究
の
重
要
資

料
と
さ
れ
て
き
た
『
塩
鉄
論
へ
易
学
の
展
開
と
い
う
一
面
の
み
で
扱

わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
『
太
玄
経
』
等
の
諸
書
を
、
思
想
史
の
資

料
と
し
て
積
極
的
に
活
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
資
料
拡
大
の
方
針
が
、
そ
の
拡
大
さ
れ
た
資
料
の
内

容
を
別
に
す
れ
ば
金
谷
氏
の
方
法
論
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
等
に
記
さ
れ
る
政

治
状
況
を
、
時
に
は
個
人
(
例
え
ば
楊
悔
等
)
の
生
き
様
と
い
っ
た

レ
ベ
ル
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
、
思

想
史
を
組
み
立
て
る
資
料
と
し
た
と
い
う
点
に
も
、
金
谷
氏
町
方
法

論
的
継
承
発
展
の
跡
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
う
。

と
は
言
、
正
、
町
田
氏
の
方
法
論
上
の
独
創
性
は
、
か
つ
て
金
谷
氏

が
氏
の
思
想
史
学
の
立
場
か
ら
、
も
し
く
は
物
理
的
理
由
か
ら
触
れ

る
こ
と
の
な
か
っ
た
資
料
に
対
し
て
さ
え
も
、
そ
の
食
欲
な
ま
で
の

探
究
心
を
傾
け
た
と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も

そ
の
畑
眼
誤
た
ざ
る
点
は
、
近
年
の
出
土
資
料
に
よ
っ
て
着
々
と
確

認
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
こ
数
年
来
、

金
谷
氏
が
『
管
子
』
の
研
究
に
重
点
を
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
雄
大
な
構
想
を
持
ち
、
か
つ
的
確
な
方
法
論

を
駆
使
し
た
本
書
は
、
恩
師
金
谷
治
氏
の
『
秦
漠
思
想
史
研
究
』
を

超
え
出
で
る
成
果
を
生
み
出
し
た
と
一
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
見

に
よ
れ
ば
、
こ
の
聞
い
に
対
す
る
答
え
は
必
ず
し
も
肯
定
的
で
は
な

しう新
。 た そ

にれ
採は
用何
し故
たか
資。

料そ
にの
偏第
重一
しの
す 理
ぎ由
たと
とし
いて
うは

55 
挙 26
げ指

E室
• - ."， 
よヘ

例

え

ば

「

第

一

章

統

一

へ

の

序

章

」

苛

子

、

韓

非

を

共

に
理
念
的
で
「
現
行
の
政
治
体
制
を
改
革
し
よ
う
と
は
し
な
い
」

(
三
四
頁
)
も
の
と
し
、
さ
ら
に
韓
非
を
「
本
来
的
に
未
来
へ
の
展

望
を
欠
如
す
る
も
の
」
(
三
五
頁
)
と
し
て
退
け
、
一
方
、
「
い
う
な

れ
ば
諸
家
の
学
か
ら
創
造
的
立
場
を
追
求
し
た
も
の
が
、
実
は
『
管

子
』
で
あ
り
『
呂
氏
春
秋
』
で
あ
っ
た
」
(
四
六
頁
)
と
し
て
『
管

子
』
『
呂
氏
春
秋
』
の
優
位
性
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら

虚
心
に
文
献
に
接
す
る
な
ら
ば
、
『
苛
子
』
の
「
後
王
」
や
『
韓
非

で
は
、



子
』
の
確
立
し
た
君
権
内
方
が
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
思
想
的
統
一
性

に
基
づ
い
て
遥
か
に
「
未
来
へ
の
展
望
」
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
、
統
一
性
に
欠
け
る
『
管
子
』
や
『
呂
氏
春
秋
』
に
「
創
造
的

立
場
」
を
見
出
す
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
困
難
な
作
業
の
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
点
は
氏
も
充
分
に
考
慮
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
、
『
呂
氏
春
秋
』
及
び
『
管
子
』
的
思
想
の
か
な
め
と
し
て

は
そ
の
時
令
思
想
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
は
言
之
、
氏
の
か
な
り

に
苦
し
い
論
証
が
示
す
よ
う
に
両
書
の
す
べ
て
を
時
令
思
想
に
よ
っ

て
統
一
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
と
り
わ
け
『
管
子
』
に
お

け
る
時
令
思
想
は
、
そ
れ
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
程
度
以
上
の
意

味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
評
者
も
『
呂
氏
春
秋
』
及
び

『
管
子
』
の
資
料
的
価
値
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
『
管
子
』
が

従
来
あ
ま
り
に
等
閑
視
さ
れ
す
ぎ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て

は
恐
ら
く
氏
と
同
様
の
憤
憩
に
も
似
た
感
情
を
有
す
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ
の
両
書
を
中
心
に
据
え
て
、
「
次
代
町
索

漠
期
的
特
殊
性
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
期
の
時
代
格
と
で
も
い
う
べ
き
も

の
」
(
三
頁
)
へ
と
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
は
同
意
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
賞
老
思
想
の
成
立
へ
と
焦
点
を
定
的
、

容
盛
祖
、
木
村
英
一
両
氏
の
文
献
批
判
を
前
提
と
し
て
『
韓
非
子
』

の
思
想
に
詳
細
な
分
析
を
加
、
え
た
金
谷
氏
の
書
の
持
つ
説
得
力
に
、

9

結
論
の
当
否
は
と
も
か
く
評
者
と
し
て
は
軍
配
を
上
げ
ざ
る
を
得
な

。。

書

い
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
氏
の
選
択
し
た
思
想
史
の
位
相
に

係
わ
る
問
題
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
は
第
一
の
理
由
と
も
密
接
な
係
わ
り
を
持
ち
、
先
の
例
で
は

萄
子
や
韓
非
を
「
理
念
的
」
と
し
て
否
定
的
に
見
る
立
場
に
示
さ
れ

る
も
の
で
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
説
明
も
行
わ
れ
て
い
る
。

「
つ
ま
り
萄
子
の
政
治
論
は
、
ま
さ
に
政
治
的
理
念
を
説
く
こ
と

を
核
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
普
遍
性
を
持
つ
が
、
具
体

的
な
政
治
的
行
政
部
門
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
関
わ
ろ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
己
(
三

O
頁
)

「
韓
非
に
経
済
説
が
な
い
と
は
よ
く
一
言
因
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
(
中

略
)
韓
の
土
地
そ
の
も
の
が
拡
大
す
る
要
素
を
欠
い
て
い
た
。
た
し

か
に
そ
う
し
た
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
実
は
土
地
の
開
発
や
経
済
の
生

産
性
的
向
上
を
前
提
と
す
れ
ば
、
韓
非
の
全
体
的
な
論
理
体
系
は
崩

壊
す
る
日
(
三
五
頁
)

で
は
、
氏
が
優
位
性
を
主
張
さ
れ
る
『
管
子
』
『
呂
氏
春
秋
』
は
、

「
具
体
的
な
政
治
の
行
政
部
門
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
関
わ
ろ
う
と
」

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

恐
ら
く
氏
の
脳
裏
を
か
す
め
た
も
の
は
『
管
子
』
の
経
済
説
で
あ
っ

た

に

違

い

な

い

。

「

第

三

章

の

世

界

」

に

は

そ

れ

を

裏

づ
け
る
記
述
も
見
、
え
る
。

評

『
塩
鉄
論
』
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「
い
っ
た
い
『
管
子
』
の
書
は
、
口
一
を
極
め
て
軽
重
政
策
の
重
要

性
、
つ
ま
り
富
国
へ
の
道
は
た
ん
な
る
強
本
節
用
、
勤
倹
力
行
で
は

駄
目
で
、
よ
り
高
い
次
元
か
ら
の
経
済
政
策
を
も
っ
て
天
下
を
経
営

す
べ
き
だ
と
説
く
。
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
に
統
計
調
査
が
あ
り
、

そ
の
資
料
が
頻
出
す
る
。
こ
の
点
こ
そ
同
じ
く
富
国
強
兵
を
目
標
と

し
て
議
論
を
組
立
て
た
『
韓
非
子
』
の
原
則
論
抽
象
論
と
の
違
い
で

あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
き
わ
め
て
実
証
的
実
務
家
的
な
精
神
も
看
取
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
日
(
一
九
四
頁
)

だ
が
し
か
し
、
こ
の
「
第
一
章
統
一
へ
の
序
章
」
で
は
、
『
管

子
』
の
優
位
性
を
主
張
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
氏
は
そ
れ
に
触
れ
よ
う

と
は
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
『
呂
氏
春
秋
』
と
の
統
一
的
理
解
の
難

し
き
、
及
ぴ
、
次
代
の
思
想
と
の
接
続
へ
の
配
慮
に
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
。

か
く
し
て
『
管
子
』
の
政
治
論
が
持
つ
具
体
性
は
、
『
呂
氏
春
秋
』

の
時
令
思
想
と
も
係
わ
り
を
持
ち
そ
う
な
「
呪
術
宗
教
的
部
分
ま
で

見
通
し
た
」
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
経
-
百
七
篇
は
(
中
略
)
現
実
的
国
家
社
会
に
有
効
に
し
て
役
立

つ
で
あ
ろ
う
諸
思
想
制
度
内
総
集
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
牧
民
篇

の
冒
頭
の
国
頒
と
題
き
れ
る
一
章
で
(
中
略
)
山
川
鬼
神
的
諸
々
の

神
々
を
も
網
羅
す
る
民
衆
の
信
仰
心
を
も
包
み
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と

説
く
。
こ
れ
は
『
管
子
』
の
書
が
、
(
中
略
)
呪
術
宗
教
的
な
部
分
に

ま
で
関
心
を
拡
げ
こ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
押
さ
え
こ
も
う
と
す
る
姿

勢
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
呪
術
宗
教
的

な
部
分
ま
で
見
通
し
た
と
こ
ろ
で
政
治
が
成
立
す
る
と
説
く
の
は
、

『
萄
子
』
や
『
韓
非
子
』
が
た
だ
否
定
的
に
し
か
見
る
こ
と
の
な
か
っ

た
瓶
一
祝
磯
祥
の
世
界
の
政
治
的
再
生
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
こ

の
期
の
現
実
に
照
ら
し
て
大
い
に
注
目
す
べ
き
視
点
で
あ
る
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
(
四

O
頁
)

『
苛
子
』
や
『
韓
非
子
』
が
「
た
だ
否
定
的
に
し
か
見
」
な
か
っ

た
か
ど
う
か
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
呪
術
宗
教
的

要
素
が
氏
の
言
わ
れ
る
「
具
体
的
な
政
治
の
行
政
部
門
に
ま
で
掘
り

下
げ
て
関
わ
ろ
う
と
」
す
る
思
想
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ

ろ、ヮ。本
書
を
一
読
し
て
気
の
つ
く
こ
と
は
、
「
制
度
」
「
文
化
」
と
い
う

言
葉
が
頻
出
す
る
わ
り
に
は
「
制
度
」
「
文
化
」
へ
の
論
及
が
希
薄
だ

と
い
う
点
で
あ
る
。
町
田
氏
が
金
谷
氏
の
限
定
し
た
思
想
史
学
と
い

う
領
域
に
満
足
せ
ず
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
た
思
想
史
的
構
築
を

意
図
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結

果
的
に
金
谷
氏
の
定
め
た
領
域
内
に
留
ま
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
、
氏
の
用
い
る
「
文
化
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。

「
た
ま
た
ま
哀
帝
期
に
お
け
る
故
の
主
張
は
敗
れ
は
し
た
が
、
こ
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れ
が
そ
の
後
の
思
想
界
に
た
だ
な
ら
ぬ
波
紋
を
生
じ
る
一
石
を
投
じ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
た
ん
に

今
古
文
と
い
う
学
術
史
的
な
分
野
を
超
え
た
文
化
運
動
的
側
面
を
も

同
時
に
担
う
も
の
で
も
あ
っ
H
J
(
二
六
回
頁
)

「
原
注
(
げ
)
こ
の
時
代
の
通
弊
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
に
信
}

一
念
の
欠
如
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
古
文
の
文
化
運
動
的
一

一
側
面
と
は
、
主
と
し
て
こ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
の
意
味
で
一

戸

用

い

る

。

(

後

略

)

」

「
礼
楽
五
経
は
い
わ
ば
聖
人
的
属
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
「
文
化
」
と
い
う
こ
と
ば
に
置
き
換
え
う
る
も
の
で
も
あ
る
日

(
三
四

O
頁
)

一
体
、
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
先
泰
か
ら
漠
初
の
時
期

に
か
け
て
の
文
献
は
、
若
干
の
発
掘
資
料
を
除
け
ば
い
わ
ゆ
る
思
想

の
書
で
あ
る
。
経
済
説
を
唱
え
る
『
管
子
』
と
て
そ
の
例
外
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
思
想
の
レ
ベ
ル
で
経
済
政
策
の
重
要
性
を
説
く
に

す
ぎ
な
い
。
町
田
氏
も
引
用
さ
れ
る
『
韓
非
子
』
五
悲
篇
の
「
今
境

内
の
民
皆
な
治
を
言
い
、
商
管
の
法
を
蔵
す
る
者
は
家
ご
と
に
之
れ

有
り
。
而
る
に
国
愈
々
貧
し
き
は
耕
を
言
、
っ
者
衆
く
し
て
、
来
を
執

る
者
寡
な
け
れ
ば
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示

し
て
い
よ
う
。
従
っ
て
町
田
氏
円
、
『
苛
子
』
『
韓
非
子
』
と
『
呂
氏

春
秋
』
『
管
子
』
と
の
問
に
理
念
と
現
実
と
い
っ
た
位
相
差
を
見
出
そ

書

評

う
と
い
う
試
み
に
は
、
も
と
も
と
の
所
で
無
理
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
少
し
く
巨
視
的
な
立
場
か
ら
思
想
と
制
度
と
の
関
係
を
考

察
し
て
み
よ
う
。

周
知
の
よ
う
に
漢
王
朝
の
制
度
に
関
し
て
は
、
『
漢
書
』
の
百
官
公
卿

表
等
の
記
述
を
前
提
と
し
て
泰
の
諸
制
度
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
踏
襲

し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
採
用
し
た
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

は
秦
の
法
家
か
ら
漢
初
の
賞
老
へ
、
さ
ら
に
儒
家
へ
と
目
紛
る
し
い

変
化
を
見
せ
る
。
王
朝
の
採
用
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
、
現
実

に
施
行
さ
れ
た
制
度
と
最
も
多
く
の
接
点
を
有
す
る
筈
の
思
想
で
さ

え
、
こ
の
よ
う
に
現
実
的
推
移
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な

い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
思
想
の
場
合
に
は
、
現
実
社
会
の
進
行

と
何
ら
の
脈
絡
す
ら
見
出
せ
な
い
よ
う
な
独
自
の
展
開
を
遂
げ
る
こ

と
も
、
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
得
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
思
想
と
現
実

と
の
聞
に
も
相
互
に
親
に
な
り
子
に
な
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
勝
の

緒
の
よ
う
な
紐
帯
は
存
在
す
る
。
と
は
言
之
、
親
子
が
そ
れ
ぞ
れ
個

体
と
し
て
の
歴
史
を
保
持
す
る
の
と
同
じ
程
度
の
意
味
で
思
想
と
現

実
と
は
独
自
の
歴
史
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
思
想
史
、
制
度

史
と
い
っ
た
ひ
と
ま
ず
は
個
別
の
歴
史
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
の

で
あ
る
。

か
つ
て
金
谷
氏
が
些
か
殴
昧
な
言
い
方
な
が
ら
「
哲
学
史
学
と
精
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神
史
学
と
の
中
間
領
域
を
占
め
る
も
の
」
と
定
義
し
た
思
想
史
学
を
、

以
上
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、

制
度
史
や
社
会
経
済
史
的
な
も
の
に
今
一
歩
の
所
で
踏
み
込
も
う
と

し
な
い
消
極
性
の
裏
に
は
、
批
判
す
る
も
の
の
心
を
ひ
や
り
と
さ
せ

る
思
想
に
対
す
る
透
徹
し
た
洞
察
が
臆
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
歩
は
い
ず
れ
誰
か
が
踏
み
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
町
田
氏
の
挑
戦
は

確
か
に
称
賛
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
氏
が
結
果
的

に
思
想
史
学
内
領
域
に
踏
み
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
及
ぴ
、
「
第

二
章
統
一
向
思
想
」
に
お
け
る
「
雲
夢
秦
簡
」
を
資
料
と
し
た
論

証
が
氏
の
思
想
史
と
積
極
的
な
係
わ
り
を
見
出
せ
ず
に
い
る
こ
と
、

ま
た
「
第
三
章
『
塩
鉄
論
』
の
世
界
」
に
お
け
る
「
中
者
」
を
め
ぐ

る
議
論
が
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
惨
透
と
い
う
思
想
史
の
側
の
ス
ト

ー
リ
ー
と
矛
盾
す
る
結
論
を
導
い
て
い
る
の
を
眼
前
に
す
る
時
、
そ

れ
が
い
か
に
困
難
な
道
で
あ
る
か
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
と
い

う
の
が
、
本
書
を
通
読
し
た
評
者
の
偽
ら
ざ
る
感
想
で
あ
っ
た
。

き
て
、
以
上
で
方
法
論
を
中
心
と
し
た
総
論
を
終
え
る
こ
と
と
し

た
い
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
町
田
氏
の
叙
述
に
即
し
た
章
節
ご
と
の

各
論
は
行
わ
ず
、
本
書
の
全
体
構
造
内
紹
介
を
兼
ね
、
目
次
に
即
し

て
総
論
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
若
干
の
疑
問
点
を
列
記
し
つ
つ
、
本
評

を
締
め
括
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔
目
次
と
寸
評
〕

序
秦
漢
思
想
史
へ
の
視
角

第
一
章
統
一
へ
の
序
章

一
戦
国
末
の
思
想
界
に
つ
い
て
付

-
『
布
子
』
と
『
輯
非
干
』

戦
国
末
の
思
想
界
に
つ
い
て
伺

1
『
管
手
』
と
『
昌
氏
審
秋
』

第
二
章
統
一
の
思
想

一
雲
夢
秦
漢
ノ

l
卜ハ門

ニ
雲
夢
秦
漢
ノ

l
卜
伺

=
一
秦
の
始
皇
帝
に
つ
い
て

「
始
皇
帝
の
場
合
、
政
治
的
実
績
だ
け
が
「
皇
帝
」
の
」

一
証
明
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
始
皇
帝
と
呪
術
と
の
関
一

「

速

を

考

え

る

時

、

疑

問

が

残

っ

た

。

」

四
李
斯
に
つ
い
て

五
漢
初
の
思
想
界
に
つ
い
て

六
儒
教
国
教
化
に
つ
い
て

「
氏
は
消
去
法
に
よ
っ
て
儒
家
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
」

一
た
こ
と
を
証
明
す
る
が
、
道
家
を
政
治
否
定
、
法
家
一

一
を
合
理
主
義
と
い
う
点
で
の
み
捉
え
る
こ
と
は
で
き
一



」

93 

ケ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
章
司
塩
鉄
論
』
の
世
界

一
散
不
足
篇
に
つ
い
て

二
散
不
足
篇
の
「
中
者
」
に
つ
い
て

第
四
章
前
漢
中
末
期
の
思
想

本
章
に
つ
い
て
は
、
既
に
沢
田
多
喜
男
氏
に
よ
っ
て

「
読
煎
望
之
伝
余
録
|
前
漠
武
帝
期
三
経
博
士
等

考
|
」
(
千
葉
大
学
人
文
研
究
同
一
九
八
六
年

三
月
)
と
い
う
批
判
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
事
実
認

定
等
に
関
す
る
碩
学
の
歯
に
衣
着
せ
由
論
評
は
、
学

問
的
厳
し
さ
と
哀
し
き
と
を
教
え
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
意
官
照
き
れ
た
い
。

宣
帝
期
の
儒
教

楊
悔
の
死

哀
帯
期
の
-
-
と

劉
向
論

創
向
が
劉
氏
の
イ
デ
オ
ロ

l
グ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、

何
故
宗
廟
郊
肥
の
改
革
に
反
対
す
る
の
か
。
「
経
典
主

義
的
立
場
か
ら
儒
教
の
政
治
化
絶
対
化
の
行
き
す
ぎ

に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
」
(
一
ニ

O
一
一
良
)
と
の
説
明
は

説
得
力
に
欠
け
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
点
、
板
野

書

評

四

一
長
八
氏
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
的
展
開
』
第
一

一
二
十
章
前
漠
末
に
於
け
る
宗
廟
・
郊
肥
円
改
革
運
動
一

一
(
岩
波
書
庖
)
と
の
争
点
を
明
確
に
し
て
頂
き
た
一

一

か

っ

た

。

一

五
揚
雄
に
つ
い
て
付

「
本
国
済
氏
『
易
学
成
立
と
展
開

lh(サ
l
ラ
叢
書
)
」

一
の
易
学
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
明
太
玄
経
h

一

「
と
の
差
呉
を
明
確
に
示
し
て
頂
き
た
か
っ
た
。
」

六
揚
雄
に
つ
い
て
同

第
五
章
道
家
の
思
想

一
管
子
園
篇
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
「
管
子
四
篇
」
と
『
韓
非
子
』
喰
若
篇
と

を
一
括
り
の
派
に
入
れ
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
何

故
な
ら
氏
が
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
老
子
』
二
十
六

章
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
馬
王
堆
本
に
も
存
在
し
、
従
っ

て
『
老
子
』
の
思
想
は
当
初
よ
り
政
術
と
深
い
係
わ

り
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
「
管
子
四
篇
」
を
道

家
思
想
の
法
家
化
し
た
も
の
と
は
断
定
で
き
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
氏
の
言
わ
れ

る
「
本
来
的
道
家
思
想
」
(
三
六
七
頁
)
と
法
家
思
想

と
の
差
異
が
政
術
の
有
無
に
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
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を
も
意
味
し
て
い
よ
う
。

さ
ら
に
、
道
徳
と
「
義
と
の
関
連
も
、
当
初
か
ら
そ

れ
穏
対
立
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
最
近
の
発
掘
資

料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
従
っ
て
、
道
徳

と
仁
義
礼
楽
と
の
同
満
な
関
係
を
根
拠
と
し
て
心
術

上
篇
の
経
文
の
成
立
時
期
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
は

問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
道
家
思
想
に
つ
い
て

あ
と
が
きロh

d「
昭
和
六

O
年
一
月
二
五
日
発
行
、
創
文
社
、

A
5
J

f

版
、
本
文
並
索
引
四
三

O
頁
、
七

0
0
0
円」

索
附

記

本
評
が
学
恩
を
受
け
た
金
谷
治
、
町
田
三
郎
両
先
生
に
対
し
極
め

て
礼
を
失
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
「
違
う
」
と
は
言

え
て
も
「
こ
う
だ
」
と
は
言
え
な
い
浅
学
非
オ
の
我
が
身
を
思
う
時
、

内
心
慨
促
た
る
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か
に
結

果
と
し
て
誤
謬
に
充
ち
た
も
の
に
終
わ
ろ
う
と
も
、
今
の
私
に
は
こ

う
見
え
る
、
こ
う
思
え
る
と
い
う
真
実
を
書
き
連
ね
て
み
た
い
と
い

う
衝
動
に
駆
ら
れ
て
本
評
を
綴
っ
た
。
書
評
は
評
者
の
力
量
を
も
如

実
に
一
示
す
と
い
う
。
大
方
向
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

尚
、
本
書
に
つ
い
て
は
「
創
文
」
初
号
(
一
九
八
五
年
七
月
)

に
池
田
秀
三
氏
の
書
評
が
、
ま
た
、
「
中
国
哲
学
論
集
日
」
(
九
州

大
学
中
国
哲
学
研
究
会
一
九
八
五
年
一

O
月
)
に
有
馬
卓
也

氏
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。




