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第
二
章
　
伝
統
思
想
の
中
で

m
　
道
家
の
思
想

（
自
由
と
は
必
然
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
る
）
と
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り

に
偏
狭
す
ぎ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
ハ
ー
バ
ー
ド
・
リ
ー
ド
が
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
卵
の
殻
を

破
る
ヒ
き
つ
は
決
し
て
自
然
の
必
然
に
つ
い
て
知
識
な
ど
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
自
ら
の
自

由
を
保
証
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
振
舞
う
、
自
発
的
な
本
能
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
元
気
一
杯
な
獅
子
の
晦
帆

や
、
楽
し
げ
に
さ
え
ず
る
鳥
の
鳴
声
の
中
に
は
、
自
覚
的
な
欲
望
は
な
い
が
、
明
白
に
自
由
が
あ
る
。
つ
ま
り

マ
ル
ク
ス
は
自
由
に
お
い
て
、
経
済
的
環
境
へ
の
人
間
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
政
治
的
な
自
由
と
、
生
の
全
過
程

へ
の
人
間
の
関
係
と
し
て
の
白
白
と
を
根
本
的
に
混
同
し
て
い
る
」
と
い
う
。

そ
う
い
っ
た
自
由
＝
自
然
の
意
味
で
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
考
え
れ
ば
、
古
代
に
も
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
あ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
制
度
の
擬
と
い
う
も
の
が
未
発
達
で
、
人
々
は
よ
り
自
然
人
で
あ
り
得
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
し
た
時
代
の
条
件
と
地
域
の
事
情
に
お
い
て
、
中
国
古
代
に
は
、
現
代
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
に
つ
な
が
る
一
辞

の
思
想
家
た
ち
が
い
た
。
黄
老
学
派
ま
た
は
道
家
が
そ
れ
で
あ
る
。
逆
に
い
え
は
中
国
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
租
先

は
、
荘
子
・
老
子
・
関
デ
・
列
子
・
揚
朱
の
道
家
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
老
子
（
紀
元
前
六
世
紀
後
半
～
五
世
紀
）

が
そ
の
代
表
格
で
あ
っ
た
。
老
子
が
他
に
比
し
て
最
も
現
実
的
な
感
覚
と
、
深
い
思
索
の
天
才
に
恵
ま
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

老
子
の
政
治
思
想
を
一
言
で
表
わ
せ
ば
、
「
無
為
の
政
治
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
為
と
は
「
無
為
自

然
」
、
人
為
的
で
な
い
自
然
の
状
態
で
あ
る
。
無
為
自
然
の
状
態
に
お
い
て
、
す
べ
て
が
う
ま
く
ゆ
く
。
例
え

ば
赤
子
が
自
然
に
握
っ
た
手
は
、
大
人
で
も
容
易
に
開
く
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
伸
び
て
ゆ
こ
う
と

す
る
植
物
の
茎
は
柔
ら
か
い
。
「
無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
な
し
」
国
を
治
め
る
に
つ
い
て
も
、
為
政
者
が
法
を

厳
に
し
て
、
か
れ
こ
れ
作
為
す
る
と
、
か
え
っ
て
う
ま
く
ゆ
か
な
い
。
こ
と
に
そ
れ
が
大
国
で
あ
れ
は
な
お
さ

ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
大
国
を
治
む
る
は
小
麓
を
煮
る
が
ご
と
L
L
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い

と
、
頭
や
し
っ
は
が
崩
れ
て
、
騒
乱
の
基
を
つ
く
る
結
果
と
な
る
だ
ろ
う
。

『
道
徳
経
』
（
第
五
十
七
草
）
　
に
、
「
故
に
聖
人
は
い
う
。
我
無
為
に
し
て
民
白
か
ら
化
し
、
我
静
を
好
み
て
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民
白
か
ら
正
し
く
、
我
無
事
に
し
て
民
白
か
ら
富
み
、
我
無
欲
に
し
て
民
白
か
ら
撲
な
り
」
と
い
っ
て
い
る

の
も
同
じ
こ
と
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
あ
る
。
民
は
自
ら
帰
す
る
と
こ
ろ
に
帰
し
て
、
個
性
の
自
由
な
る
発
展
を
認

め
れ
ば
、
民
は
ひ
と
り
で
に
質
素
に
な
り
、
お
っ
と
り
し
て
、
日
頃
、
ブ
ツ
ブ
ツ
不
平
不
満
に
悩
ま
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
老
子
の
理
想
と
す
る
政
治
の
在
り
方
を
、
具
体
的
に
い
い
表
わ
し
た
も
の
が
、
有
名
な
老
子
第
八

十
章
、
「
小
国
寡
民
章
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
老
子
は
こ
こ
で
国
は
小
さ
く
、
民
は
募
く
、
小

地
域
に
よ
る
徹
底
的
な
地
方
分
権
の
自
治
制
度
を
も
っ
て
、
わ
が
理
想
政
治
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
、
そ

の
と
こ
ろ
を
意
訳
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
（
世
界
が
平
和
で
、
人
民
が
幸
福
で
あ
る
た
め
に
は
）
、
国
を
出
来
る
だ
け
小
さ
く
し
て
、
住
民
を
少
な
く

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
軍
隊
に
要
す
る
道
具
が
あ
っ
た
と
し
て
も
便
あ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
人
民
は
生
命
を

重
ん
ず
る
よ
う
は
さ
せ
、
遠
く
へ
移
り
住
ま
な
い
で
も
暮
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
舟
や
輿
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ

に
乗
っ
て
ゆ
く
必
要
が
な
く
、
よ
ろ
い
や
武
器
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
並
べ
て
み
せ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
人
民

を
し
て
緒
縄
の
昔
に
帰
っ
て
、
平
和
な
生
活
を
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
そ
の
食
物
を
う
ま
い
と
思
わ
せ
、
粗
末
な
服
装
を
快
適
な
も
の
に
感
じ
さ
せ
、
せ
ま
い
居
所
に
落

ち
つ
か
せ
、
素
朴
な
風
俗
を
伸
し
く
す
ご
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
隣
国
が
す
ぐ
見
え
る
よ
う
な
近
く

に
あ
り
、
ト
リ
や
犬
の
鳴
き
声
が
聞
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
て
も
、
人
民
は
老
い
て
死
ぬ
ま
で
そ
こ
に
い
て
、
一
生

涯
隣
国
と
往
来
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
」

こ
れ
は
結
局
、
老
子
が
意
識
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
個
人
主
義
で
あ
り
、
無
政
府
思
想
で
あ
る
と
す
る
の

は
中
国
史
家
小
島
祐
馬
で
あ
る
。
「
老
荘
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
封
建
的
社
会
制
度
を
全
面
的
に
否
定
す
る

も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
進
ん
で
国
家
権
力
そ
の
も
の
を
も
根
本
的
に
否
定
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
」
（
前
記
蕾
）
。
確
か
に
今
日
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
原
理
的
精
神
お
よ
び
社
会
と
さ
れ
る
も
の
の
す
べ
て
を
含

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
老
子
は
必
ず
し
も
個
人
主
義
、
無
政
府
思
想
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
と
い

う
考
え
方
も
あ
る
（
長
谷
川
如
是
閑
・
大
浜
晦
等
）
。
な
ぜ
な
ら
先
の
引
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
老
子
の
無
為
自
然

に
は
あ
く
ま
で
、
そ
れ
を
行
な
う
人
、
治
め
ら
れ
る
人
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
例
え
哲
人
政
治
で
あ
ろ
う

と
そ
こ
に
為
政
者
が
存
在
し
、
政
治
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
民
を
治
め
る
に
は
」
と
い
う
発
想
の
点
で
は
、

彼
が
こ
と
ご
と
に
対
立
す
る
孔
門
の
筏
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
民
は
あ
っ
て
も
個
は
な
い
　
－

こ
の
老
子
を
め
ぐ
る
対
照
的
意
見
に
つ
い
て
は
、
私
は
両
方
と
も
真
実
で
あ
る
と
思
う
。
老
子
の
結
束
す
る

と
こ
ろ
と
、
方
便
と
し
て
の
表
現
（
そ
ん
な
ふ
う
に
い
う
よ
り
仕
方
な
か
っ
た
）
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
老
子

は
や
は
り
個
人
主
義
・
無
政
府
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
直
接
文
意
的
に
は
、
確
か
に
彼
の
説
く

と
こ
ろ
は
為
政
者
と
被
治
者
の
発
想
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
、
せ
い
ぜ
い
媒
介
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
方
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法
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
政
治
を
も
っ
て
政
治
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

L
か
し
こ
れ
ば
老
子
白
身
の
問
題
点
と
い
う
よ
り
も
・
老
子
が
お
か
れ
た
状
況
の
索
直
な
反
映
だ
っ
た
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
中
国
で
は
太
古
か
ら
県
城
を
一
歩
離
れ
れ
ば
・
静
か
な
る
こ
と
林
の
ご
と
き
自

然
農
村
が
あ
る
の
で
あ
り
、
「
鶏
犬
の
声
相
聞
ゆ
る
も
…
・
相
往
乗
せ
ず
」
が
・
そ
の
ま
ま
現
実
農
村
の
姿
で

ぁ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
協
同
的
自
立
農
村
と
い
え
ど
も
、
中
央
権
力
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
な
の

で
あ
り
、
そ
う
し
た
二
重
性
が
そ
の
ま
ま
老
子
の
二
重
性
で
も
あ
っ
た
。
老
子
の
「
小
国
寡
民
説
」
は
農
村
自

治
体
に
根
拠
を
置
き
つ
つ
、
一
方
で
は
王
侯
支
配
の
思
想
を
完
全
に
は
ま
ぬ
が
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
は
老
子
は
、
世
間
の
印
象
に
反
し
て
、
中
国
の
根
源
的
な
現
実
に
根
ざ
し
た
リ
ア
リ
ス
ト
と
い

ぅ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
孔
子
の
錯
雑
と
し
た
社
会
感
覚
と
は
比
較
に
な
ら
ず
、
要
す
る
に
老
子
は
現
実
家
に

ぁ
ら
ず
抽
象
家
に
あ
ら
ず
、
両
者
に
ま
た
が
る
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
た
っ
た
の
で
あ
る
。
『
道
徳
経
』
申
唯
一
の
内

的
情
念
の
告
白
で
あ
る
「
我
は
愚
人
の
心
な
る
か
な
。
沌
沌
た
り
。
…
…
我
は
独
り
昏
さ
が
ご
と
し
。
・
…
…
我

は
独
り
開
聞
た
り
」
（
竺
十
串
）
、
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
o
感
覚
そ
の
も
の

が
、
未
分
化
な
混
沌
（
全
体
性
）
の
状
態
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
o

そ
し
て
そ
の
限
り
で
は
、
老
子
の
思
索
す
る
生
に
は
不
自
由
さ
を
も
含
む
の
で
あ
る
が
、
荘
子
と
も
な
る

と
、
老
子
の
関
り
あ
っ
て
い
た
現
実
の
側
を
さ
っ
ぱ
り
切
捨
て
て
し
ま
う
。
現
実
な
ん
そ
、
荘
子
に
は
全
く
関

心
の
な
い
仮
象
世
界
に
過
ぎ
な
い
の
た
。
道
は
道
、
現
実
は
現
実
、
両
者
の
間
に
架
け
る
橋
は
な
い
。
彼
は
そ

れ
を
「
通
達
遊
」
に
表
現
し
て
、
「
至
大
己
無
く
、
神
大
功
な
く
、
聖
人
名
無
し
」
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

功
と
か
名
と
か
い
う
も
の
は
、
政
治
社
会
の
象
徴
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
否
定
し
得
る
も
の
が
即
ち
真
の
聖
人
で

あ
り
、
和
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
由
の
み
に
つ
い
て
い
え
ば
、
老
子
よ
り
も
遊
子
の
方
が
は
る
か
に
徹
底

し
た
自
由
を
主
接
し
た
人
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

荘
子
に
は
「
己
九
が
変
れ
ば
世
界
も
ま
た
変
る
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
現
実
の
変
革
よ
り
も
先
に

自
己
の
変
革
が
問
題
と
な
る
。
荘
子
は
老
子
の
よ
う
に
嬰
児
に
帰
れ
と
か
、
原
始
社
会
に
復
す
る
と
か
い
う
こ

と
は
い
わ
な
い
o
現
在
の
社
会
に
あ
っ
て
、
わ
れ
白
身
に
お
い
て
〝
生
き
る
〟
そ
の
こ
と
の
中
で
、
社
会
を
否

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
「
無
用
の
用
」
を
説
き
、
社
会
的
に
無
用
な
人
間
に
な
れ
と
い
っ
て
い
る
の

も
、
同
じ
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。

㈲
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
と
千
年
王
国

こ
う
し
た
道
家
の
思
想
の
社
会
的
有
効
性
で
あ
る
が
、
今
日
ふ
う
の
革
命
と
い
う
観
点
に
立
て
は
、
歴
史
上
　
3
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道
家
の
思
想
を
か
か
け
て
、
飯
乱
が
起
き
た
り
・
国
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
o
思
想
・
内
容
的
に

は
中
央
集
権
政
府
を
根
本
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
現
に
お
い
て
は
、
す
で
に
存
立
し
て
い

る
農
村
共
同
体
を
肯
定
す
る
立
場
と
、
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
保
守
的
で
静
態
的
な

気
分
が
、
結
局
、
国
家
権
力
破
壊
に
向
か
っ
て
、
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
活
性
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
一
面
に
お
い
て
は
道
家
思
想
は
、
却
っ
て
国
内
の
政
治
的
、
社
会
的
対
立
を
柔
ら
げ
、

ぼ
や
か
し
、
民
衆
の
薮
乱
を
未
然
に
防
ぐ
と
い
う
役
割
を
果
し
て
来
た
面
も
あ
る
の
で
あ
る
0

－
般
的
に
は
儒
学
が
官
の
思
想
で
あ
る
の
に
対
し
、
道
家
は
民
の
思
想
と
さ
れ
て
い
る
o
し
か
し
為
政
者
の

側
が
全
く
道
家
を
採
用
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
代
斉
の
国
で
は
道
家
を
扶
樋
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

場
合
道
家
が
利
用
さ
れ
た
理
由
は
、
自
分
が
や
っ
た
よ
う
に
、
再
び
「
国
を
頼
む
も
の
」
が
現
わ
れ
て
来
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
老
荘
場
の
学
説
を
と
っ
た
方
が
手
ご
ろ
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
『
道

徳
経
』
に
お
い
て
は
、
無
為
自
然
、
常
無
欲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
「
ま
さ
に
天
下
を
取
ら
ん

と
欲
し
て
こ
れ
を
為
せ
ば
、
あ
れ
そ
の
得
ざ
る
を
見
る
の
み
。
」
（
第
二
十
九
事
）
。
欲
の
深
い
奴
は
結
局
突
放
せ

ざ
る
を
得
な
い
　
－

し
か
し
老
子
が
実
際
に
意
図
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
消
極
性
と
し
て
の
内
容
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対

に
積
極
性
と
し
て
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
o
「
無
為
に
し
て
成
さ
ざ
る
は
な
し
」
で
あ
っ
て
、

老
子
に
お
け
る
力
点
は
、
絶
え
ず
可
能
性
に
お
か
れ
て
い
る
。
無
為
は
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
方
法
で
あ
り
、

『
道
徳
経
』
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
は
、
「
如
何
に
す
れ
ば
成
功
出
来
る
か
」
と
い
っ
た
績
踵
的
な
姿
勢

で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
老
子
か
ら
派
生
し
て
、
法
家
の
よ
う
な
実
行
の
世
界
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
消
極
否
定
の
半
面
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
直
ち
に
硬
骨
抜
骨
の
生
き
方
と
つ
な
が
る
。
観
音
の
い
わ

ゆ
る
六
朝
時
代
、
道
家
の
周
が
流
行
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
竹
林
の
七
賢
」
な
る
人
士
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
彼
ら
は
普
通
逃
避
的
な
隠
者
の
群
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

く
、
旧
札
教
に
果
敢
に
反
抗
し
た
無
頼
な
連
中
で
あ
っ
た
。
魯
迅
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
酒
を
の
む
時
に
は
、
着

物
を
着
ず
、
帽
子
も
か
ぶ
ら
な
い
。
服
喪
中
と
い
え
ど
も
規
則
通
り
泣
い
た
り
し
な
い
し
、
社
会
的
に
許
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
子
供
が
平
気
で
父
の
名
を
呼
ん
だ
。
そ
う
し
た
各
人
の
反
俗
的
な
生
き
方
は
、

む
ろ
ん
時
の
権
力
と
ぶ
つ
か
る
。
七
人
の
中
で
も
最
も
吸
音
的
な
、
詣
康
は
遂
に
司
馬
昭
に
よ
っ
て
、
殺
さ
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
は
偉
大
な
思
想
と
い
う
も
の
は
、
多
面
的
で
あ
り
、
可
変
的
で
あ
る
。
多
面
的
で
あ
り
、
可
変
的

で
あ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
古
典
た
り
得
て
い
る
。
大
沢
正
道
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
民
衆
の
底
を
流
れ
る
地
下
水
の

ご
と
さ
も
の
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
自
然
性
、
普
遍
性
に
お
い
て
、
い
わ
ば
主
義
以
前
の
主
義
（
土
壌
）
で
あ

る
こ
と
で
、
直
接
的
に
は
革
命
に
役
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
家
の
徒
は
革
命
家
で
は
な
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く
、
反
抗
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

反
抗
が
更
に
革
命
に
飛
躍
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
は
物
狂
お
し
い
非
合
理
の
世
界
と
し
て
の
宗
教
を
必
要

と
し
た
。
爆
発
的
な
行
動
力
は
、
常
に
理
性
的
な
頭
脳
で
は
信
じ
が
た
い
、
非
合
理
な
情
念
に
よ
っ
て
呼
び
起

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
道
家
（
こ
と
に
老
子
）
の
思
想
は
、
知
性
を
強
く
忌
み
嫌
い
な
が
ら
ま
だ

よ
ほ
ど
知
識
人
向
け
の
思
想
で
あ
る
。
さ
ら
に
知
性
が
否
定
さ
れ
る
と
、
道
教
を
産
む
。
道
教
の
疑
似
宗
教

性
は
、
遂
に
「
黄
巾
の
乱
」
（
後
漠
末
）
の
よ
う
な
大
乱
の
背
景
と
な
っ
た
。

し
か
し
真
に
民
衆
が
起
義
を
興
す
た
め
に
は
、
道
教
で
は
ま
だ
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
も
っ
と
純
度

の
高
い
宗
教
を
必
要
と
し
た
。
道
教
で
は
余
り
に
実
利
的
、
個
人
的
、
妖
術
的
で
あ
り
過
ぎ
て
、
万
人
が
生
命

を
投
げ
出
す
に
足
る
拙
象
性
と
精
神
性
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
黄
巾
の
乱
」
そ
の
も
の
が
、
道
教
を
背

景
と
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
直
接
内
容
的
に
は
両
者
は
う
ま
く
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
こ
へ
仏
教
が
現
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
仏
教
の
「
弥
勒
信
仰
」
を
借
り
る
こ
と
で
、
中
国
は
、
実
に
七
百
年
も
の
間
の
抜
乱
の
基
礎
を

築
く
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
「
弥
勒
菩
薩
」
と
い
う
の
は
、
利
他
的
な
大
乗
仏
教
に
属
す
る
信
仰
で
、
南
天
竺
の
婆
羅
門
で
、
兜
率

天
に
上
生
し
、
釈
迦
の
滅
後
五
十
六
億
七
千
万
年
に
こ
の
地
に
降
っ
て
来
て
、
明
君
を
出
現
さ
せ
世
の
中
を
改

め
る
と
い
あ
れ
で
い
る
（
現
在
日
本
に
も
、
弥
勒
信
仰
を
称
え
て
、
現
世
の
救
済
を
訴
え
て
い
る
諸
団
体
が
あ

る
）
。
十
三
世
紀
末
、
こ
の
弥
勒
信
仰
を
軸
に
、
加
持
祈
藤
を
加
え
て
人
心
を
収
揺
す
る
者
が
出
始
め
、
元
朝

に
至
っ
て
、
韓
山
室
と
い
う
男
が
弥
勒
仏
の
陸
生
を
唱
え
て
、
急
速
に
勢
力
を
張
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
代
的

背
景
と
し
て
ほ
、
元
朝
は
黄
河
の
大
賊
役
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
、
不
穏
の
空
気
は
山
野
に
満
ち
満
ち
て
い

た
。
そ
こ
へ
一
人
の
指
導
者
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
無
組
織
な
会
で
あ
っ
た
も
の
が
、
忽

ち
組
織
的
な
鍍
乱
団
体
に
傾
い
て
い
っ
た
。
し
か
し
末
の
徴
宗
八
世
の
孫
と
偽
っ
て
い
た
山
室
は
捕
え
ら
れ
、

そ
の
子
の
乾
杯
児
に
至
っ
て
十
余
万
の
敷
革
を
擬
し
て
、
元
朝
に
迫
っ
た
の
で
あ
る
。

一
七
四
七
年
十
一
月
か
ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
、
福
建
省
で
数
千
人
の
羅
教
の
教
徒
が
叛
乱
を
起
し
、
三
百

余
人
が
捕
え
ら
れ
、
殺
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
起
義
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
ば
、
会
首
が
投
獄
さ
れ
た
と
こ
ろ

か
ら
、
一
老
富
根
の
巫
女
が
、
「
今
や
、
ま
さ
に
弥
勒
が
下
降
し
、
世
を
治
む
べ
き
時
と
な
っ
た
」
と
、
上
天

の
師
父
か
ら
の
告
示
を
会
衆
に
告
げ
知
ら
せ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
攻
撃
に
際
し
て
は
同
じ
巫
女
が
、
「
今
、

弥
勒
仏
は
下
降
し
て
お
り
、
入
城
を
欲
し
て
い
る
」
と
啓
示
し
た
。
そ
の
告
げ
を
聞
く
と
、
会
衆
は
一
斉
に
武

器
を
と
り
、
菩
薩
を
奉
じ
て
、
府
城
に
向
か
っ
て
進
撃
を
開
始
し
た
。

さ
ら
に
は
る
か
に
下
っ
て
、
太
平
天
国
の
乱
（
一
八
五
〇
～
一
八
六
四
年
）
に
あ
っ
て
は
、
白
蓮
会
の
流
れ
を

汲
む
秘
密
結
社
「
三
合
会
」
が
母
体
と
な
り
、
「
上
帝
会
」
が
組
織
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
上
帝
会
」

は
達
成
目
標
と
し
て
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
平
等
思
想
を
掲
げ
て
い
た
。
成
員
の
多
く
は
広
西
の
硬
圧
迫
民
族
で
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あ
る
客
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
儒
教
の
大
同
理
想
と
共
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
平
等
思
想
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
も

切
実
な
も
の
に
思
あ
れ
た
の
で
あ
る
。

農
民
叛
乱
は
、
必
ず
し
も
宗
教
的
叛
乱
は
か
り
と
は
い
え
な
い
。
宗
教
臭
の
全
く
な
い
、
盗
塵
的
、
政
治
的

叛
乱
も
結
構
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ホ
プ
ズ
ボ
ー
ム
の
い
う
よ
う
に
、
東
西
民
衆
の
農
民
叛
乱
に
あ
っ
て
は

し
は
し
は
宗
教
的
で
あ
り
、
宗
教
の
中
に
含
ま
れ
る
「
千
年
王
国
主
義
」
的
な
要
素
と
、
そ
れ
に
伴
う
メ
シ
ア

思
想
が
、
叛
乱
の
原
初
的
形
態
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
特
徴
は
明
瞭
に

出
て
い
る
の
で
、
や
が
て
政
治
戦
争
的
要
素
を
帯
び
る
に
し
ろ
、
初
期
は
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
宗
教

的
で
あ
る
。
人
が
貧
苦
の
ど
ん
底
に
あ
っ
て
夢
み
る
の
は
当
然
の
こ
と
、
平
等
観
を
主
と
す
る
千
年
王
国
願
望

で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
特
定
の
指
揮
者
と
し
て
の
、
救
済
者
を
思
い
浮
か
べ
ざ
る
を

得
な
い
。
民
衆
は
絶
え
ず
己
れ
の
苦
し
み
を
救
っ
て
く
れ
る
救
済
者
に
憧
れ
、
待
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

現
わ
れ
る
や
、
叛
徒
毛
の
ご
と
く
立
ち
、
メ
シ
ア
の
描
く
千
年
王
国
実
現
の
た
め
に
激
烈
な
破
壊
を
繰
り
返

す
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
と
千
年
王
国
論
と
で
は
、
そ
の
現
わ
れ
方
に
大
き
な
落
差
が
あ
る
の
で
、
む
し
ろ

対
立
す
べ
き
も
の
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
は
心
理
的
に
は
母
性
志
向
、
千
年
王
国
は
父
性
志

向
。
渋
沢
寵
彦
は
「
歴
史
的
、
社
会
的
な
存
在
に
対
し
て
現
実
的
な
力
を
及
ぼ
す
も
の
は
、
被
抑
圧
者
の
現
状

破
壊
の
夢
か
ら
発
し
た
と
こ
ろ
の
千
年
王
国
論
的
な
意
識
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
未
来
信
仰

か
ら
生
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
意
識
と
は
、
む
し
ろ
相
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質

の
も
の
だ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
例
え
ば
太
平
天
国
乱
に
あ
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
儒
家
的
大
同
理

想
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
で
も
儒
家
系
の
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
は
現
実
的
に
も
大

き
な
役
割
を
果
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

㈲
　
大
同
理
想

＊
大
同
‥
　
大
い
に
同
し
い
、
大
い
に
同
ず
る
。
伝
統

派
・
三
民
主
義
者
・
マ
ル
キ
ス
ト
、
殊
に

ア
ナ
キ
ス
ト
の
間
で
も
て
は
や
さ
れ
た
。

中
国
で
は
「
批
林
授
乳
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
林
彪
を
批
判
し
、
孔
子
を
批
判
す
る
運

動
で
あ
る
。
時
期
的
に
い
え
は
む
ろ
ん
林
彪
事
件
の
方
が
先
で
あ
り
、
孔
子
批
判
が
目
下
の
と
こ
ろ
中
心
課
題

の
よ
う
で
あ
る
。
訪
中
団
の
言
に
よ
る
と
、
あ
る
工
場
の
革
命
委
員
は
、
林
彪
の
思
想
的
根
拠
で
あ
る
孔
子
の

批
判
を
、
今
後
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
今
後
は
一
人
一
人
の
〝
内
な
る
孔
子
〟
を
見
直
す
方
向
に
行
く

だ
ろ
う
と
、
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
孔
子
批
判
は
か
な
り
長
期
的
に
つ
づ
け
ら
れ
る
模
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
連
動
に
運
動
を
つ
な
げ
て
、
次
々
に
問
題
を
解
い
て
ゆ
く
や
り
方
が
、
中
国
独
自
の
方
法
で
あ
る
。

一
つ
の
闘
争
が
盛
り
上
が
る
と
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
終
息
す
る
時
分
に
、
指
導
部
の
方
で
は
、
す
で
に
終
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思
し
か
か
っ
て
い
る
闘
争
に
、
関
連
す
る
新
し
い
火
を
つ
け
る
。
関
連
す
る
と
は
、
前
段
階
の
闘
争
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
点
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
ま
た
問
題
解
決
の
た
め
の
活
力
利
用
が
考
え
ら
れ
る
課
題
で
あ

る
。
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
間
を
利
用
し
て
、
主
目
的
以
外
の
他
の
問
題
の
解
決
に
向
か

ぅ
場
合
も
あ
る
。
朝
鮮
動
乱
の
際
に
、
領
域
内
に
ア
メ
リ
カ
空
軍
が
細
菌
を
ば
ら
ま
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
一

斉
に
衛
生
運
動
が
展
開
さ
れ
た
例
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
時
事
的
問
題
を
利
用
し
て
、
中
国
の
永
年
の
課
題
を
解

決
す
る
や
り
方
は
今
日
と
同
じ
で
あ
る
。
中
国
は
絶
え
ず
運
動
的
に
流
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
で

な
い
と
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
が
毛
沢
東
の
基
本
的
考
え
方
で
あ
っ
て
、
文
革
直
前
、
北
京
の
余
り
に
も
静
ま

り
か
え
っ
て
い
る
光
景
を
み
て
、
彼
は
息
の
つ
ま
る
ほ
ど
衝
撃
を
う
け
た
。
そ
こ
か
ら
あ
の
文
革
が
始
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
孔
子
批
判
で
あ
る
が
、
先
の
革
命
委
員
も
二
千
年
以
来
の
伝
統
思
想
と
断
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、

中
国
に
と
っ
て
の
孔
子
は
大
き
な
役
割
を
果
し
て
来
た
。
そ
れ
を
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
批
判
と
は
関
り
な
く

い
え
ば
、
こ
の
国
の
伝
統
的
中
央
集
権
主
義
に
と
っ
て
は
、
孔
子
の
礼
教
は
確
か
に
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
だ

っ
た
。
形
式
的
徳
目
は
か
り
が
強
調
さ
れ
、
家
父
長
へ
の
絶
対
的
な
孝
を
習
わ
さ
れ
る
こ
と
が
直
ち
に
封
建
的

秩
序
体
制
に
役
立
ち
、
君
主
へ
の
絶
対
的
忠
誠
を
強
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
漠
代
に
統
一
国
家
の
地
歩

が
確
立
す
る
と
、
以
後
歴
代
王
朝
に
よ
っ
て
、
官
学
と
し
て
の
地
位
が
確
保
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
礼
教
で
あ
る
が
、
確
か
に
批
判
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
人
が
人
を
喰
う
ご
と
き
酷
烈

な
教
義
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
も
と
も
と
の
祖
師
の
意
図
と
は
違
う
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
中
国
近
代
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
父
で
あ
る
梁
啓
超
な
ど
が
そ
れ
で
・
彼
は
師
の
康
有
為
の
説
に
依
っ
て
、
礼
教
は
元
来
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

0
0
進
化
主
義
で
あ
っ
て
、

㈲
平
等
主
義
で
あ
っ
て
、

㈲
兼
善
主
義
で
あ
っ
て
、

㈲
強
立
主
義
で
あ
っ
て
、

㊥
博
包
主
義
で
あ
っ
て
、

㈹
重
魂
主
義
で
あ
っ
て
、

保
守
主
義
で
は
な
い
。

専
制
主
義
で
は
な
い
。

独
善
主
義
で
は
な
い
。

文
弱
主
義
で
は
な
い
。

単
狭
主
義
で
は
な
い
。

変
身
主
義
で
は
な
い
。

そ
れ
が
後
世
の
よ
う
な
頑
迷
間
隔
な
影
に
な
っ
た
の
は
、
菊
子
の
せ
い
で
あ
る
。
秦
漠
以
後
の
政
治
・
学
術

は
み
な
菊
子
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
菊
子
の
学
問
と
は
即
ち
小
康
の
学
で
あ
る
。
小
康
と
は
大
同
と
並

ぶ
も
の
で
、
前
者
は
詩
・
書
・
礼
・
楽
を
基
と
す
る
普
通
学
で
あ
り
、
後
者
は
『
易
』
　
『
春
秋
』
を
基
と
し
た

特
別
学
で
あ
る
。
菊
子
は
そ
の
う
ち
の
君
権
や
礼
節
や
考
証
の
み
を
重
ん
じ
る
小
康
派
に
属
し
て
い
て
、
大
同

派
で
は
な
い
o
大
同
派
は
二
千
年
来
絶
え
た
か
の
ご
と
き
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。



第二章　伝統思想の中で

孔
子
の
真
髄
は
『
易
』
『
春
秋
』
に
盛
る
の
で
、
し
か
も
『
易
』
は
出
世
開
法
の
書
で
あ
る
か
ら
・
孔
子
の
経
8

世
の
大
法
を
説
い
た
も
の
は
『
春
秋
』
に
他
な
ら
な
い
。
講
書
礼
楽
は
、
実
は
そ
れ
以
前
の
旧
教
を
孔
子
が
襲
　
4

っ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
『
春
秋
』
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
訪
申
し
て
想
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
中
国
の
ホ
テ
ル
で
は
外
出

の
際
、
む
ろ
ん
ド
ア
に
鍵
を
か
け
る
こ
と
を
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
か
け
な
く
て
も
宜
し
い
。
か

け
な
く
て
も
ま
ず
間
違
い
は
な
い
し
、
中
に
は
キ
ー
ホ
ー
ル
に
鍵
を
つ
っ
込
ん
だ
ま
ま
出
か
け
る
迂
闊
な
の
も

い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
さ
す
が
の
中
共
政
治
に
首
を
か
し
げ
る
団
員
も
、
欧
米
旅
行
で
は
考
え
ら

れ
も
し
な
い
こ
と
だ
と
感
心
し
て
い
た
：
」
の
家
の
戸
締
り
を
し
な
く
と
も
い
い
社
会
、
そ
れ
が
即
ち
理
想
と

し
て
の
大
同
社
会
で
あ
る
。
『
春
秋
』
の
解
説
書
と
し
て
の
『
祖
語
』
礼
運
籍
に
は
「
泥
棒
や
匪
賊
が
い
な
い

か
ら
、
家
に
戸
締
り
を
し
な
く
と
も
い
い
。
こ
れ
を
大
同
社
会
と
呼
ぶ
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
ゆ
く
り
な
く
も
・

現
代
中
国
と
『
春
秋
』
と
の
関
り
あ
い
に
つ
い
て
、
思
い
を
至
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

「
大
道
の
行
な
あ
る
る
や
、
天
才
を
公
と
な
す
。
質
を
選
び
、
能
に
興
し
、
信
を
鶉
じ
、
睦
を
修
む
。
故
に

人
、
独
り
そ
の
親
を
親
と
せ
ず
、
独
り
そ
の
子
を
子
と
せ
ず
、
毛
を
し
て
終
る
と
こ
ろ
あ
り
、
社
を
し
て
用
い

る
と
こ
ろ
あ
り
、
幼
を
し
て
長
ず
る
と
こ
ろ
あ
り
。
幹
寡
、
孤
独
、
廃
疾
の
者
を
し
て
、
皆
餐
な
う
と
こ
ろ
あ

ら
し
む
。
男
に
は
分
あ
り
、
女
に
は
帰
あ
り
。
賃
は
そ
の
地
に
捨
て
ら
る
る
を
悪
め
ど
も
、
必
ず
し
も
己
れ
に

蔵
せ
ず
。
力
は
そ
の
身
よ
り
出
さ
ざ
る
を
悪
め
ど
も
、
必
ず
し
も
己
れ
の
た
め
に
せ
ず
。
こ
の
故
に
、
謀
は
閉

じ
て
興
ら
ず
。
盗
動
乱
賊
、
し
か
も
お
こ
ら
す
。
故
に
外
戸
閉
じ
ず
。
こ
れ
を
大
同
と
い
う
。
」

毛
沢
東
は
『
湖
南
農
民
運
動
の
視
察
報
告
』
の
中
で
も
、
組
合
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
は
、
「
文
字
通
り
道
に

落
ち
て
い
る
も
の
も
拾
あ
ず
、
夜
も
戸
締
り
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
礼
運
」
に
表
わ
れ
る
大
同
社

会
は
、
そ
の
ま
ま
革
命
家
た
ち
の
目
標
で
あ
り
、
今
や
実
現
し
っ
つ
あ
る
と
自
負
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
中
国
流
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
の
大
同
理
想
は
、
現
実
社
会
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
世
界
性
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
五
番
目
に
、
「
博
包
主
義
で

あ
っ
て
単
狭
主
義
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
康
有
為
伝
』
で
は
、
「
世
界
主
義
で
あ
っ
て
国

別
主
義
で
は
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
候
外
壇
編
『
中
国
歴
代
大
同
理
想
』
で
は
、
単
に
「
礼
運
」
に
止
ま
ら

ず
、
古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
す
べ
て
の
社
会
主
義
的
傾
向
を
含
ん
で
大
同
と
し
て
い
る
が
、
大
別
す
れ
ば
中
身

は
大
同
（
同
志
関
係
）
と
太
平
（
最
平
等
）
と
な
る
。
具
体
的
に
は
均
田
思
想
が
そ
の
一
方
の
柱
と
な
り
、
均

田
に
依
る
平
等
が
普
遍
化
（
越
境
化
）
す
る
と
こ
ろ
で
、
平
和
友
愛
社
会
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
越
境
の
思

想
を
大
々
的
に
拡
大
解
釈
し
な
の
が
、
『
大
同
曹
』
で
あ
る
。

『
大
同
書
』
は
、
康
有
為
の
弱
冠
二
十
七
歳
（
一
八
八
五
年
）
の
時
の
書
で
あ
る
。
発
表
さ
れ
る
や
、
当
時

の
人
士
に
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
人
間
の
諸
苦
の
基
は
国
界
に
あ
る
と
い
う
。
国
あ
る
が
た
め
に
、
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葉
書
後
漢
書

人
々
は
土
地
を
争
い
、
果
し
な
い
戦
争
の
悲
惨
が
く
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
は
国
と
国
の
境
を
な
く
し
て
、
　
o

全
世
界
を
ば
一
つ
の
公
政
府
に
し
た
ら
い
い
。
第
二
に
級
界
を
除
く
。
一
切
の
階
級
を
取
り
去
る
。
第
三
は
種

界
（
人
種
）
、
第
四
は
形
界
（
男
女
同
権
）
、
第
五
は
家
界
（
家
族
制
度
）
、
第
六
は
塵
界
（
産
の
公
営
）
、
第
七

に
以
上
六
界
を
乱
界
と
し
、
こ
れ
を
脱
却
し
た
状
態
を
も
っ
て
太
平
社
会
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
次
々
に
界
を

は
ず
し
て
い
っ
て
、
類
界
に
至
り
、
人
類
か
ら
さ
ら
に
全
生
物
界
に
目
を
転
ず
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
「
苦
界

を
去
っ
て
極
楽
に
至
る
」
と
い
う
緒
論
に
持
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
康
有
為
の
意
見
に
対
し
、
毛
沢
東
は
社
会
主
義
の
目
的
は
大
同
社
会
は
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
「
康

有
為
は
『
大
同
菖
』
を
著
し
だ
が
、
か
れ
は
大
同
境
に
到
達
す
る
道
を
発
見
せ
ず
、
ま
た
発
見
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
…
　
唯
一
の
道
は
労
働
者
階
級
の
指
導
す
る
人
民
共
和
国
を
通
じ
て
、
階
級
の
消
滅
、
世
界
の

理
想
境
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
「
人
民
民
主
独
裁
論
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
毛
沢
東
は
、
康
の
平
等

に
ょ
る
越
界
の
思
想
に
も
っ
と
注
意
を
払
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
（
大
同
理
想
を
と
れ
ば
こ
そ
、
一
見
頑
固

な
民
族
主
義
に
み
え
て
、
そ
こ
に
は
国
際
的
性
格
を
読
み
と
る
こ
と
も
出
来
る
が
）
こ
と
に
「
有
国
の
筈
」
を

説
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
注
目
に
価
す
る
。
そ
こ
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
と
も
い
う
べ
き
、
儒

家
系
ユ
ー
ト
ビ
ズ
ム
に
ア
ナ
ー
キ
イ
な
一
面
が
現
お
れ
て
い
る
。
か
の
荘
子
は
本
当
は
儒
家
か
ら
出
だ
と
い
わ

れ
る
が
、
儒
教
に
は
も
と
も
と
道
家
へ
流
れ
出
る
抜
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。

㈲
　
狂
疾
の
世
界

中
国
伝
統
思
想
の
中
に
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
の
関
連
性
で
近
似
思
想
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
、
道
家
の
思
想
・

千
年
王
国
論
、
大
同
理
想
の
他
に
、
例
え
は
、
易
の
陰
陽
説
や
五
行
思
想
の
よ
う
な
、
戦
国
末
漢
初
に
起
っ
た

循
環
思
想
も
と
り
あ
げ
ね
は
な
る
ま
い
。
循
環
思
想
は
変
転
極
ま
り
な
い
自
然
界
の
法
則
を
背
景
と
し
て
、
さ

ら
に
仏
教
思
想
や
老
荘
思
想
も
加
わ
っ
て
、
人
間
界
も
ま
た
流
転
循
環
の
法
則
に
支
配
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。

そ
こ
に
中
国
古
代
に
お
け
る
、
王
朝
交
代
＝
革
命
是
認
の
考
え
方
を
産
み
出
し
て
く
る
地
盤
が
あ
る
の
で
あ

る。

し
か
し
こ
こ
で
は
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
近
親
思
想
と
し
て
、
ま
と
も
な
秩
序
世
界
か
ら
：
」
ぼ
れ
落
ち
・
あ
る
い

は
は
み
た
し
た
読
書
人
や
民
衆
の
、
情
熱
と
暗
黒
の
〝
狂
疾
の
思
想
〟
と
い
っ
た
も
の
を
と
り
あ
げ
て
み
た

い
。
そ
れ
は
い
か
に
も
物
狂
お
し
い
孤
独
な
構
念
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
意
味
あ
い
で
の
死
と
接
し
て
い
る
。

ァ
ナ
キ
ズ
ム
と
呼
ぶ
よ
り
は
よ
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
酷
似
し
て
お
り
、
中
国
で
は
し
ば
し
は
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
普
遍

主
義
（
世
界
主
義
）
に
お
い
て
よ
り
、
む
し
ろ
反
対
の
特
殊
主
義
（
民
族
主
義
）
に
お
い
て
、
狂
疾
の
世
界
を

な
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
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古
く
は
、
段
周
王
朝
交
代
の
際
、
周
の
粟
を
食
む
こ
と
を
拒
ん
で
首
陽
山
に
窮
死
し
た
伯
夷
と
扱
者
兄
弟
の

よ
う
な
道
民
（
残
さ
れ
た
民
）
が
い
る
。
将
軍
李
陵
の
弁
護
を
し
て
武
帝
の
怒
り
に
触
れ
、
官
刑
（
去
勢
）
に

処
せ
ら
れ
た
司
馬
遷
の
よ
う
な
受
刑
の
人
が
い
る
。
ひ
た
す
ら
重
心
の
自
己
の
権
威
を
信
じ
て
、
狂
気
の
生
活

を
送
り
、
遂
に
獄
に
果
て
た
李
草
書
の
よ
う
な
異
端
の
学
者
が
い
る
。
ま
た
秦
王
を
倒
さ
ん
と
し
て
事
成
ら

ず
、
一
寸
た
め
し
に
斬
り
さ
い
な
ま
れ
た
刑
前
の
よ
う
な
刺
客
が
い
る
し
、
悪
魔
的
な
光
彩
を
放
っ
て
、
一
瞬

の
裡
に
消
え
て
い
っ
た
鬼
才
李
質
の
よ
う
な
詩
人
も
い
る
の
で
あ
る
。
李
賓
も
ま
た
「
見
に
若
耶
渓
水
の
剣
を

買
う
」
と
、
一
時
は
刺
客
を
志
し
て
悶
々
た
る
日
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
刺
客
に
は
刑
師
の
他
、
侯
爵
、
朱
亥
、
予
譲
、
義
政
と
あ
る
が
、
孤
立
無
援
の
実
行
者
、
刺
客
の

心
情
こ
そ
哀
れ
で
あ
る
。
「
風
は
諸
々
と
し
て
易
水
薬
し
、
壮
士
一
た
び
去
っ
て
ま
た
還
ら
ず
」
の
刑
酎
は
っ

と
に
有
名
で
あ
る
か
、
刺
客
の
名
が
人
に
残
る
の
は
そ
の
成
功
不
成
功
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
再
び
還
る
こ
と
を

信
じ
な
い
そ
の
犠
牲
心
に
あ
る
。
孔
子
で
す
ら
偽
善
の
徒
を
さ
ら
っ
て
、
「
進
ん
で
取
る
狂
者
」
は
中
行
（
中

庸
）
の
士
に
次
ぐ
と
富
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
人
生
意
気
に
感
じ
る
任
侠
、
国
士
の
類
は
、
い
つ
で
も
時
代
を

超

え

て

民

衆

に

人

気

が

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ふ

け

ん

じ

ゃ

く

中
で
も
凄
絶
な
の
は
、
魯
迅
の
小
説
『
鋳
剣
』
と
い
う
べ
き
か
～
i
。
力
の
足
り
な
い
眉
間
尺
は
己
れ
の

首
と
剣
と
を
引
換
え
に
黒
い
男
に
、
父
親
の
仇
討
ち
の
代
理
を
委
託
す
る
。
策
を
計
っ
て
、
黒
い
男
か
王
の
首

を
鼎
の
中
に
落
す
と
、
待
ち
受
け
て
い
た
眉
間
尺
の
首
が
王
の
首
に
い
ど
み
か
か
る
。
眉
間
尺
の
首
が
負
け

そ
う
に
な
る
と
、
黒
い
男
は
瞬
時
に
鋳
剣
で
自
己
の
首
を
は
ね
て
、
鼎
の
中
に
落
ち
、
猛
然
と
王
に
噛
み
つ
き

に
ゆ
く
。
三
者
の
首
が
三
つ
巴
に
な
っ
て
、
遂
に
王
の
首
を
底
に
沈
め
る
。
そ
れ
を
み
て
四
つ
の
日
は
ニ
ッ
つ

り
笑
い
あ
い
、
や
が
て
自
分
た
ち
も
ま
た
水
底
に
沈
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
と
り
も
な
お
き
ず
魯
迅
の

心
内
の
像
で
あ
り
、
魯
迅
は
地
上
の
生
命
が
消
え
る
く
ら
い
で
は
満
足
出
来
な
い
の
た
。
死
し
て
な
お
仇
討
ち

を
繰
り
返
す
、
執
拗
な
暗
殺
者
の
心
情
を
わ
が
心
情
と
し
て
い
た
。

中
国
の
数
々
の
暗
殺
者
の
申
、
わ
れ
あ
れ
の
記
憶
に
新
し
い
の
は
、
例
え
は
武
田
桑
津
『
秋
風
秋
雨
人
を
愁

殺
す
』
の
女
性
テ
ロ
リ
ス
ト
歌
壇
で
あ
る
が
、
彼
女
は
一
九
〇
七
年
安
徽
省
高
官
み
な
殺
し
計
画
に
関
係
し

て
、
非
業
の
最
後
を
遂
げ
た
。
同
じ
事
件
で
安
徽
省
巡
撫
息
銘
を
暗
殺
し
て
蜂
起
を
企
て
た
の
は
徐
錫
麟
で
あ

る
が
、
彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
違
い
も
あ
り
失
敗
し
て
、
即
日
処
刑
さ
れ
て
心
臓
を
え
ぐ
ら
れ
た
。
こ
の
処
刑
に

つ
い
て
は
、
全
国
の
革
命
昔
年
を
憤
激
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
清
末
に
は
数
々
の
テ
ロ
リ
ス
ト
が
横
行

し
て
い
る
。

そ
の
い
ず
れ
も
が
種
族
革
命
＝
排
満
興
漢
の
旗
印
を
か
か
げ
て
い
る
の
で
、
徐
錫
勝
の
「
光
復
軍
告
示
」
、
秋

遠
の
「
光
複
写
道
義
撒
稿
」
を
み
て
も
、
い
ず
れ
も
同
じ
思
想
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
『
暗
殺
時
代
』
を
書

い
た
呉
稔
に
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
革
命
に
は
「
暗
殺
の
時
代
」
と
「
革
命
の
時
代
」
が
あ
っ
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て
、
今
は
前
者
の
時
代
と
判
断
し
、
民
族
的
復
讐
の
念
に
燃
え
て
暗
殺
を
宣
伝
し
た
。
自
ら
も
満
州
政
府
の
高

官
の
暗
殺
を
企
て
、
一
九
〇
五
年
、
世
界
各
国
憲
政
の
視
察
に
お
も
む
く
五
大
臣
を
北
京
駅
頭
に
襲
っ
て
・
未

遂
の
う
ち
に
爆
死
し
た
。
一
九
一
〇
年
、
満
州
摂
政
王
暗
殺
を
企
て
た
（
未
遂
）
注
構
衛
の
事
件
も
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
滞
京
の
民
旗
主
義
的
暗
殺
豪
た
ち
の
背
景
は
、
「
暗
殺
時
代
」
の
呉
槌
も
認
め
て
い
る
よ
う

に
。
シ
ア
虚
無
党
の
影
響
が
濃
い
の
で
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
個
人
テ
ロ
を
肯
定
す
る
当
時
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
世

界
的
風
潮
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
東
京
で
繕
成
さ
れ
た
孫
文
の
中
国
革
命
同

盟
会
の
機
関
誌
「
民
報
」
に
は
、
し
ば
し
ば
バ
ク
ー
ニ
ン
や
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
の
訳
文
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

し
、
注
清
衡
の
暗
殺
事
件
に
際
し
て
は
、
パ
リ
の
ア
ナ
キ
ス
ト
の
雑
誌
「
新
世
紀
」
で
、
荘
精
衛
特
集
と
呼
ん

で
差
支
え
な
い
く
ら
い
の
号
を
編
集
し
て
賞
賛
し
、
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
部
の
中
国
研
究
者
に
よ
る
と
、
中
国
と
日
本
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
相
違
は
、
日
本
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
、
中
国

は
相
互
扶
助
の
よ
う
に
い
う
人
が
い
る
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
緒
論
が
出
て
く
る
の
か
わ
か
ら
な
い
o
日
本
で

の
テ
。
は
大
杉
虐
殺
後
の
一
時
期
の
み
で
あ
り
、
主
流
は
や
は
り
大
杉
生
存
中
の
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ

ム
に
あ
る
（
「
当
時
、
好
ん
で
警
官
と
衝
突
し
た
り
、
小
児
病
的
に
街
頭
闘
争
を
く
り
か
え
し
た
労
働
者
は
そ

れ
ほ
ど
多
か
っ
だ
と
は
思
え
な
い
」
（
小
松
隆
二
「
日
本
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
史
」
）
）
と
思
わ
れ
る
し
、
中
国
に
も
明

ら
か
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
背
景
と
す
る
暗
殺
の
諸
行
動
が
あ
っ
た
。
呉
樋
に
し
て
も
注
精
衛
に
し
て
も
明
ら
か
に

ア
ナ
キ
ズ
ム
に
影
響
さ
れ
て
い
る
し
、
日
本
で
出
て
い
た
ア
ナ
キ
ズ
ム
雑
誌
「
天
義
報
」
の
編
集
者
何
霞
は
、

談
話
で
暗
殺
を
第
一
の
任
務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
後
に
、
彼
女
自
身
も
暗
殺
計

画
に
ま
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

清
末
の
狂
疾
の
世
界
に
火
を
つ
け
た
も
の
に
は
、
少
し
遡
っ
て
「
も
し
乗
す
べ
き
好
機
が
な
け
れ
ば
、
任
侠

と
な
る
に
若
く
ほ
な
い
」
　
「
各
国
の
変
法
は
、
血
を
流
さ
ず
ん
は
成
ら
ず
」
と
、
年
僅
か
に
三
十
三
歳
に
し

て
、
自
ら
す
す
ん
で
北
京
刑
場
の
露
と
消
え
て
い
っ
た
語
間
同
が
い
る
し
、
下
っ
て
ほ
日
本
政
府
の
滞
国
学
生

取
締
り
に
憤
激
し
て
、
大
森
海
岸
に
絶
命
書
を
適
し
て
投
身
自
殺
し
た
陳
天
華
な
ど
が
い
る
が
、
魯
迅
の
師
で

も
あ
っ
た
事
柄
麟
（
一
八
六
七
～
一
九
三
ハ
）
の
影
響
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
異
変
の
死
こ
そ
見
舞
わ
な

か
っ
た
が
、
彼
こ
そ
清
末
狂
疾
の
世
界
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

事
柄
麟
（
太
炎
）
は
「
国
学
大
師
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
天
才
的
人
物
で
あ
っ
た
が
、
他
方
、
顧
炎
武
・
王

船
山
の
流
れ
を
引
く
熱
烈
な
民
族
主
義
者
で
あ
っ
た
。
民
族
主
義
で
あ
る
か
ら
排
満
革
命
の
強
烈
な
推
進
者
と

な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
民
族
主
義
は
、
少
数
苗
族
も
漢
民
族
に
反
抗
し
て
い
い
平
等
を
基
盤
と
し
て
い
た
か

ら
、
排
満
に
止
ま
ら
ず
無
政
府
主
義
に
ま
で
行
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
無
政
府
主
義
も
、
た
ん
に
無

政
府
に
止
ま
ら
ず
、
康
有
為
と
同
じ
手
法
で
、
次
々
に
否
定
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
。
政
府
を
な
く
し
て
も
社
会

集
団
が
あ
る
以
上
争
い
が
な
く
な
ら
な
い
か
ら
、
社
会
集
団
そ
の
も
の
を
な
く
す
。
社
会
集
団
を
な
く
し
て
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も
、
人
類
が
あ
る
以
上
や
は
り
闘
争
が
あ
る
の
で
、
生
物
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
生
物
を
な
く
し
て
も
、
党

蓋
い
嵩
う
の
で
、
最
終
的
に
は
党
そ
の
も
の
を
消
滅
し
て
初
め
て
、
窮
莞
壁
の
期
実
る
と
い
う
o

こ
れ
が
彼
の
有
名
な
「
宗
論
」
の
享
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
実
護
の
確
か
さ
を
疑
う
よ
り
も
、
人
類

消
滅
の
た
め
に
は
性
欲
を
も
禁
止
す
る
、
そ
の
達
馨
定
の
誓
じ
き
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
o
そ
こ
に
は

仏
教
と
ー
ー
イ
チ
ェ
ズ
ム
蓑
打
ち
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
る
許
り
で
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
で
す
ら
な
い
。
外
国
製

の
も
の
は
一
切
嫌
い
、
立
萱
義
・
雲
主
義
簑
対
し
、
進
化
論
農
対
し
、
中
国
薫
け
る
呈
主
義
の

先
駆
者
黄
宗
義
す
ら
欝
恥
漠
と
罵
っ
て
い
た
の
で
あ
る
o
そ
の
よ
う
な
烈
し
い
…
リ
ズ
ム
に
、
さ
ら
轟

殺
賛
美
の
革
命
主
義
が
加
わ
る
か
ら
、
一
翼
様
で
聾
的
な
馨
が
文
章
窺
わ
れ
て
い
た
。
生
活
的
に
も

珍
談
奇
行
が
多
く
、
傍
で
は
原
子
（
き
ち
が
い
）
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
情
熱
的
で
、
容
易
些
最
蜜
へ
も
転
回
し
て
ゆ
く
よ
う
な
暗
黒
の
血
を
、
弟
子
の
魯
迅
が
受
け
継
い
で

い
る
の
で
あ
る
。
章
露
と
魯
迅
の
師
弟
関
係
は
と
か
く
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
掌
と
す
れ
諒

が
い
か
に
あ
ろ
う
と
、
拭
え
ぬ
同
じ
血
の
匂
い
を
感
じ
と
っ
て
い
た
に
他
な
ら
な
い
o
そ
の
魯
迅
を
、
毛
沢
東

は
中
国
第
一
等
の
聖
人
と
い
う
。

第
三
章
　
中
国
近
代
ア
ナ
キ
ズ
ム

m
　
日
本
在
住
ア
ナ
キ
ス
ト
～
－
民
族
主
義
対
ア
ナ
キ
ズ
ム
ー

中
国
の
近
代
ア
ナ
キ
ズ
ム
運
動
は
、
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
滞
末
は
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
源
泉
地

は
清
国
内
に
あ
る
筈
も
な
く
、
西
と
東
、
。
ハ
リ
と
東
京
の
二
箇
所
に
あ
っ
た
。
あ
と
数
年
の
運
命
に
あ
る
清
王

朝
は
、
さ
す
が
に
改
革
の
要
を
認
め
て
、
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
量
に
留
学
生
を
送
っ
た
が
、
そ
の
溜
り
場

が
東
京
と
パ
リ
で
あ
っ
た
せ
い
で
あ
る
。
一
九
〇
六
年
ま
で
に
日
本
に
は
一
万
人
以
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は

五
、
六
百
人
の
治
国
留
学
生
が
い
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
中
央
政
府
、
地
方
政
府
の
息

の
か
か
っ
た
学
生
が
送
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
反
滞
分
子
の
厄
介
払
い
と
い
う
意
味
が

濃
か
っ
た
た
め
、
必
然
的
に
パ
リ
と
東
京
は
、
革
命
と
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
温
床
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。


